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京
都
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九
册

(二
〇
二
四
)
：
一
-三
七
頁

�
鮮
後
�
の
京
軍
と
	
軍

矢

木

毅

は
じ
め
に

一

訓
鍊
都
監
と
兵
農
の
分
離

二

禁
御
兩
營
の
	
軍

三

長
征
か
番
上
か

四

京
軍
の
實
態

お
わ
り
に

は

じ

め

に

�
・
戚
繼
光
の
﹃
紀
效
怨
書
﹄
は
︑
壬
辰
倭
亂
以
後
の
�
鮮
後
�
の
兵
制
に
も
大
き
な
影
�
を
與
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が(1

)

︑
そ
の
卷

一
︑
束
伍

︑
原
�
兵

(
�
兵
を
原た

ず

ね
る
)

に
お
い
て
︑
彼
は
�
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

第
一
に
︑
都
會
の
ず
る
が
し
こ
い
人

(
城
市
油
滑
之
人
)

を
用
い
て
は
な
ら
な
い
︒
た
だ
顏
つ
き
が
き
れ
い
で
︑
動
き
が
き
び
き
び
し
て
い

1



る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
の
人
が
︑
こ
れ
で
あ
る
︒
⁝
⁝

第
一
に
�
用
す
べ
き
は
︑
田
舍
の
實
直
な
人

(
	
野
老
實
之
人
)

で
あ
る
︒
田
舍
の
實
直
な
人
と
い
う
の
は
︑
色
黑
で
體
も
大
き
く
勞
苦
に

耐
え
︑
手
も
顏
も
皮
が
厚
く
て
引
き
閲
ま
っ
て
お
り
︑
土
方
仕
事
で
鍛
え
て
い
る
樣
子
の
人
が
︑
こ
れ
で
あ
る(2

)

︒

戚
繼
光
は
﹁
油
滑
﹂
の
人
を
�
い
︑
﹁
老
實
﹂
の
人
を
良
し
と
し
た
︒﹁
油
滑
﹂
と
は
︑
輕
�
で
ず
る
が
し
こ
い
こ
と
︒﹁
老
實
﹂
と
は
︑
物

慣
れ
て
い
て
實
直
な
こ
と
︒
都
會
の
人
が
す
べ
て
ず
る
が
し
こ
く
︑
田
舍
の
人
が
す
べ
て
實
直
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い

え
な
い
で
あ
ろ
う
が
︑
と
も
か
く
も
こ
の
�
識
は
︑
農
本
�
義
に
基
づ
く
﹁
兵
農
一
致
﹂
の
理
想
と
も
合
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
�
鮮
後
�
に

お
い
て
は
廣
く
爲
政
者
た
ち
の
共
�
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た(3

)

︒

と
こ
ろ
が
現
實
に
お
い
て
は
︑
召
募
に
も
と
づ
く
給
料
兵
の
組
織

︱
︱
い
わ
ゆ
る
軍
門
︱
︱

の
發
展
に
と
も
な
っ
て
︑
軍
兵
の
多
く
は

戚
繼
光
が
兵
士
と
し
て
は
不
�
格
と
み
な
し
た
無
賴
・
ご
ろ
つ
き
の
類

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
城
市
油
滑
之
人
｣
︱
︱

に
よ
っ
て
滿
た
さ
れ
て
い

く
︒
し
か
も
︑
丁
酉
・
丙
子
の
﹁
胡
亂
﹂
を
經
て
當
座
の
軍
事
�
危
機
が
�
の
い
て
い
く
と
︑
給
料
兵
た
ち
は
も
っ
ぱ
ら
軍
司
令
官
の
外
出
の

際
に
儀
仗
兵
と
し
て
隨
從
し
︑
各
種
の
雜
用
に
�
役
さ
れ
る
だ
け
で
︑
か
え
っ
て
國
家
財
政
の
 
擔
と
な
り
︑
�
名
無
實
の
﹁
冗
兵
﹂
と
し
て

批
!
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒

か
く
し
て
�
鮮
後
�

︱
︱
特
に
孝
宗
に
よ
る
﹁
北
伐
﹂
の
計
劃
が
撤
囘
さ
れ
た
顯
宗
�
以
影

︱
︱

に
お
い
て
は
︑
軍
門
の
兵
士
の
"
減
︑

お
よ
び
#
質
の
向
上
な
ど
を
目
�
と
す
る
兵
制
改
革
の
議
論
が
繰
り
$
し
提
%
さ
れ
る
が
︑
こ
と
は
巨
大
な
財
源
を
掌
握
す
る
﹁
軍
門
﹂
の
利

&
と
直
結
す
る
た
め
に
︑
な
か
な
か
に
そ
の
成
果
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
な
お
︑
地
方
軍
に
つ
い
て
は
束
伍
軍
の
制
度
が
(
入
さ

れ
︑
良
民
の
み
な
ら
ず
賤
民

(私
奴
)

に
つ
い
て
も
)
兵
の
對
象
に
組
み
*
ま
れ
た
こ
と
が
重
+
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
收
布
軍
と
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し
て
-
用
さ
れ
︑
戰
闘
軍
と
し
て
の
能
力
は
閏
實
し
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
︒

以
上
に
槪
觀
し
た
�
鮮
後
�
の
軍
制
に
つ
い
て
は
︑
純
祖
�
の
﹃
萬
機
+
覽
・
軍
政
0
﹄︑
純
宗
�
の
﹃
增
補
�
獻
備
考
﹄
(兵
考
・
軍
門
の

項
)

な
ど
の
官
�
2
料
の
他(

4
)

︑
3
生
武
龜
﹁
�
鮮
軍
制
2
︑
附
警
察
制
度
2
﹂
な
ど
に
そ
の
槪
+
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り(5

)

︑
か
つ
韓
國
で
は
陸

軍
本
部
の
﹃
韓
國
軍
制
2

(
4
世
�
鮮
後
�

)
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
諸
硏
究
の
蓄
積
が
あ
る(6

)

︒
そ
こ
で
軍
制
改
革
の
個
別
の
詳
細
に
立
ち
入
る

こ
と
は
7
け
︑
本
稿
で
は
も
っ
ぱ
ら
改
革
の
方
向
性
︑
お
よ
び
時
代
�
特
色
に
議
論
の
焦
點
を
8
り
*
む
こ
と
に
し
た
い
︒

�
・
戚
繼
光
の
﹃
紀
效
怨
書
﹄
に
な
ら
い
︑
�
鮮
後
�
に
は
訓
鍊
都
監
と
い
う
給
料
兵
の
制
度
が
創
設
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
一
種
の
﹁
兵
農

分
離
﹂
を
9
提
と
す
る
制
度
で
あ
り
︑
�
鮮
の
儒
學
者
た
ち
に
廣
く
:
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
﹁
兵
農
一
致
﹂
の
理
想
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で

あ
っ
た
︒
本
稿
で
は
こ
の
給
料
兵
の
制
度
を
め
ぐ
っ
て
�
鮮
後
�
の
爲
政
者
た
ち
が
︑
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
の
か
を
跡
付
け
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
︒

具
體
�
に
は
︑
ま
ず
訓
鍊
都
監
に
お
け
る
﹁
兵
農
分
離
﹂
の
特
色
を
論
じ

(第
一
違
)
︑
�
に
そ
の
反
動
と
し
て
禁
御
兩
營
の
﹁
	
兵
﹂
が
設

け
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
る

(第
二
違
)
︒
か
く
し
て
;
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
﹁
長
征
﹂
の
給
料
兵
と
︑﹁
番
上
﹂
の
	
軍
と
の
二
つ
の
制
度
に

對
す
る
贊
否
の
議
論
を
檢
討
し

(第
三
違
)
︑
�
後
に
長
征
の
給
料
兵
か
ら
な
る
﹁
京
軍
﹂
の
勤
務
の
實
態
を
檢
討
す
る

(第
四
違
)
︒

儒
敎
知
識
人
た
ち
に
よ
る
數
多
く
の
批
!
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
結
局
︑
�
鮮
後
�
の
兵
制
に
お
い
て
は
﹁
兵
農
一
致
﹂
の
原
則
が
>
れ
︑
4

世
社
會
の
特
色
と
し
て
の
﹁
兵
農
分
離
﹂
が
@
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

一

訓
鍊
都
監
と
兵
農
の
分
離

中
國
で
は
A
の
府
兵
制
が
募
兵
制
に
改
め
ら
れ
︑
以
後
︑
4
世
社
會
に
お
い
て
は
兵
農
の
分
離
が
決
定
�
と
な
っ
た
︒
�
名
な
宋
の
蘇
軾

�鮮後�の京軍と	軍
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(一
〇
三
六
～
一
一
〇
一
)

の
言
葉
を
借
り
て
言
う
と
︑

三
代
の
制
度
で
は
︑
兵
農
は
一
體
で
あ
っ
た
が
︑
秦
に
至
っ
て
は
じ
め
て
分
か
れ
て
二
と
な
り
︑
A
の
中
葉
に
C
ん
で
︑
こ
と
ご
と
く
府

兵
を
改
め
て
長
征
の
兵
卒
と
な
し
た
︒
以
來
︑
民
は
兵
を
知
ら
ず
︑
兵
は
農
を
知
ら
ず
︑
農
は
穀
物
や
布
帛
を
供
出
し
て
兵
を
養
い
︑
兵

は

命
い
の
ち

を
投
げ
出
し
て
農
を
守
っ
て
い
る
︒
天
下
の
人
々
が
こ
れ
を
E
宜
と
し
て
い
る
の
で
︑
F
人
が
再
び
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
た
と
し

て
も
︑
も
は
や
變
G
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う(7

)

︒

こ
こ
で
﹁
府
兵
﹂
と
い
う
の
は
兵
農
一
致
の
番
上
兵
の
こ
と
︒﹁
長
征
﹂
と
い
う
の
は
︑
た
と
え
ば
�
征
軍
の
よ
う
な
長
�
勤
務

(長
番
・
長

衞
)

の
給
料
兵
の
こ
と
を
い
う
︒
長
征
の
兵
士
は
	
里
に
歸
っ
て
農
業
に
從
事
す
る
い
と
ま
が
な
い
︒
そ
の
代
わ
り
に
國
家
か
ら
の
給
料
を
:

け
て
生
活
す
る
の
で
自
然
と
農
村
か
ら
は
離
脫
し
て
い
く
︒
か
く
し
て
兵
と
農
と
は
︑
中
國
の
4
世
社
會
に
お
い
て
は
完
I
に
分
離
す
る
こ
と

と
な
っ
た(

8
)

︒

一
方
︑
�
鮮
後
�
に
お
い
て
も
兵
農
一
致
の
番
上
兵
を
基
礎
と
す
る
﹁
五
衞
﹂
の
制
度
は
�
第
に
形
骸
J
し
︑
代
わ
っ
て
訓
鍊
都
監
に
代
表

さ
れ
る
﹁
長
征
﹂
の
兵
士

︱
︱
一
種
の
常
勤
部
K

︱
︱

が
國
軍
の
中
核
を
擔
う
方
向
に
變
J
し
て
い
く(

9
)

︒
本
來
︑
訓
鍊
都
監
は
﹁
亂
後
權

設(
10
)

﹂
の
臨
時
機
關
で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
以
外
に
賴
り
に
な
る
軍
兵
が
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
︑
結
局
は
常
設
の
機
關
と
な
っ
て
い
っ
た
︒

�
鮮
で
は
十
七
世
紀
以
影
︑
從
來
の
貢
L
制
度
を
改
變
し
て
漸
@
�
に
大
同
法
が
施
行
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
貢
L
の
原
#
と
な
る
大
同
米
を

田
稅
に
組
み
*
ん
で
民
か
ら
)
收
し
︑
そ
の
原
#
を
貢
人

(貢
L
N
 
業
者
)

に
渡
し
て
︑
政
府
の
必
+
と
す
る
物
#
を
﹁
市
場
﹂
か
ら
O
P
す

る
制
度
で
あ
っ
た(

11
)

︒
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
︑
兵
制
に
お
い
て
は
﹁
三
手
糧(12

)

﹂
と
呼
ば
れ
る
養
兵
の
#
金
を
田
稅
に
組
み
*
ん
で
民
か
ら
)
收
し
︑

そ
れ
を
原
#
と
し
て
政
府
が
必
+
と
す
る
兵
士
を
民
閒
か
ら

︱
︱
い
わ
ば
﹁
市
場
﹂
か
ら
︱
︱

召
募
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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た
だ
し
︑
そ
の
原
#
と
な
る
の
は
�
と
し
て
農
民
か
ら
の
田
稅
で
あ
り
︑
大
同
米
に
せ
よ
︑
三
手
糧
に
せ
よ
︑
こ
れ
を
田
稅
に
組
み
入
れ
る

こ
と
に
は
︑
お
の
ず
か
ら
擔
稅
能
力
の
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
S
T
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

(
a
)
市
井
無
賴

訓
鍊
都
監
の
召
募
に
應
じ
た
人
々
は
︑
一
般
に
﹁
市
井
無
賴
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た(13

)

︒
具
體
�
に
は
︑
市
中
で
荷
擔
ぎ
仕
事

な
ど
に
從
事
し
つ
つ
︑
仕
事
が
な
い
と
き
に
は
街
中

(市
場
)

で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る
よ
う
な
人
々
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒
農
業
を
基

盤
と
す
る
當
時
の
社
會
に
お
い
て
︑
こ
の
種
の
農
村
か
ら
U
離
し
て
都
會
に
液
れ
*
ん
だ
人
々
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
油
滑
﹂
︱
︱
ず
る
が
し
こ

く
て
信
賴
の
お
け
な
い
人
々
︱
︱

と
み
な
さ
れ
て
い
た
︒

訓
鍊
都
監
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
︑
す
で
に
百
餘
年
に
も
な
り
ま
す
が
︑
4
年
で
は
法
制
も
弛
V
し
︑
老
い
ぼ
れ
兵
が
淘
汰
さ
れ
て
い
な
い

う
え
に
︑
幼
い
子
供
ま
で
が
兵
役
に
閏
當
さ
れ
て
お
り
︑
壯
年
の
者
は
︑
た
い
て
い
﹁
市
井
閑
U
﹂
の
輩
︒
兵
家
の
い
わ
ゆ
る
﹁
油
滑
﹂

と
は
︑
ま
さ
し
く
こ
の
連
中
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
︒
こ
の
う
え
も
な
く
重
+
な
訓
鍊
都
監
は
︑
U
民
の
世﹅

襲﹅

の
生
業
と
な
り
︑
練
兵

も
行
わ
れ
な
い
ま
ま
に
︑
無
駄
な
經
費
ば
か
り
が
費
や
さ
れ
て
い
る
の
で
す(14

)

︒

右
は
肅
宗
三
十
四
年

(一
七
〇
八
)

に
お
け
る
弘
�
館
校
理
の
李
[
の
言
︒
こ
の
こ
ろ
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
は
︑
も
っ
ぱ
ら
﹁
油
滑
﹂
の
輩

の
﹁
世
業
﹂
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
︑
そ
れ
も
結
局
の
と
こ
ろ
は
︑
當
時
の
一
般
の
農
民
た
ち
が
︑
	
里
を
�
く
離
れ
て
ソ
ウ

ル
で
の
宿
衞
の
勤
務
に
就
く
こ
と
を
忌
7
し
て
い
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

一
方
︑
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵

︱
︱
そ
の
他
︑
軍
門
の
軍
兵
︱
︱

た
ち
の
な
か
に
は
︑
生
活
費
の
か
さ
む
ソ
ウ
ル
で
の
生
計
を
維
持
す
る

�鮮後�の京軍と	軍
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た
め
に
︑
�
字
ど
お
り
﹁
市
中
﹂
に
@
出
し
て
無
許
可
營
業

(亂
廛
)

を
行
い
︑
商
利
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
す
る
も
の
も
あ
っ
た(15

)

︒

(
b
)
陞
戶
抄
上

訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
が
︑
も
っ
ぱ
ら
﹁
油
滑
﹂
の
類
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
︑
そ
の
]
&
を
是
正
す
る
た
め
に
︑
給

料
兵
の
缺
員
を
地
方
兵
に
よ
っ
て
補
閏
す
る
﹁
陞
戶
抄
上
﹂
の
制
度
が
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(16

)

︒

具
體
�
に
は
︑
訓
鍊
都
監
の
_
手

(鐵
_
K
)

の
缺
員
を
補
閏
す
る
た
め
に
︑
式
年

(三
年
)

ご
と
に
京
畿
か
ら
二
十
五
戶
︑
黃
海
b
か
ら
三

十
戶
︑
I
羅
b
か
ら
五
十
戶
︑
慶
尙
b
か
ら
三
十
戶
︑
忠
淸
b
か
ら
四
十
戶
︑
江
原
b
か
ら
二
十
戶
︑
合
計
一
百
九
十
五
戶
の
地
方
兵
を
中
央

に
抄
上
し
て
京
軍
に
閏
當
し
︑
こ
れ
を
﹁
陞
戶
抄
上
﹂
と
稱
し
て
い
た
の
で
あ
る

(﹃
萬
機
+
覽
﹄
軍
政
0
︑
C
び
﹃
增
補
�
獻
備
考

(17
)

﹄
)
︒

陞
戶
と
は
︑
�
字
ど
お
り
に
は
﹁
戶
首
に
陞
す
﹂
こ
と
︒
軍
戶
は
正
軍
と
し
て
の
﹁
戶
首
﹂
と
︑
正
軍
の
軍
役
を
補
助
す
る
﹁
保
丁
﹂
と
か

ら
な
る
が
︑
こ
の
う
ち
の
保
丁

(軍
役
補
助
者
)

を
戶
首

(正
軍
)

に
昇
格
さ
せ
る
こ
と
を
﹁
陞
戶
﹂
と
い
い
︑
ま
た
そ
の
戶
首
の
こ
と
を
も

﹁
陞
戶
﹂
と
い
う
︒
そ
う
し
て
そ
の
陞
戶
を
�
び
だ
し
て
中
央
に
e
る
こ
と
を
﹁
抄
上
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒

い
わ
ゆ
る
陞
戶
は
訓
鍊
都
監
の
京
軍

︱
︱
具
體
�
に
は
_
手
︱
︱

に
組
み
入
れ
ら
れ
︑
ソ
ウ
ル
で
の
長
番
の
勤
務

(長
衞
)

に
f
す
る

こ
と
に
な
る
︒
勤
務
�
閒
中
は
國
庫
か
ら
の
給
料
を
得
︑
ま
た
上
番
に
際
し
て
は
保
丁

(
#
裝
保
)

か
ら
g
h
費
等
の
補
助
を
:
け
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
︑
そ
の
待
i
は
比
�
�
惠
ま
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
で
も
	
里
を
�
く
離
れ
て
ソ
ウ
ル
で
の
宿
衞
の
任
務
に
就
く
こ
と
は
︑
當
の
陞

戶
に
と
っ
て
は
大
變
に
重
い
 
擔
で
あ
り
︑
ま
た
陞
戶
の
立
役
を
荏
え
る
保
丁
に
と
っ
て
も
大
變
に
重
い
 
擔
と
な
っ
た(18

)

︒

こ
の
た
め
︑
地
方
の
�
力
戶
は
賄
賂
を
�
っ
て
兵
役
を
忌
7
し
︑
#
力
の
な
い
j
浪
・
ご
ろ
つ
き
の
類
が
手
當
金
を
目
當
て
に
兵
役
に
應
じ

る
だ
け
で
︑
彼
ら
も
結
局
は
す
ぐ
に
k
l
す
る
た
め
︑
そ
の
缺
員
を
京
中
の
募
兵
に
よ
っ
て
閏
當
す
る
こ
と
に
な
る(19

)

︒
な
か
に
は
京
中
の
無
賴

の
輩
が
緣
故
を
賴
っ
て
地
方
に
下
り
︑
�
力
戶
の
身
代
わ
り
に
兵
役
に
應
じ
る
事
例
な
ど
も
あ
っ
た
と
い
う(

20
)

︒
こ
う
な
る
と
本
末
轉
倒
も
甚
だ
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し
い
︒

そ
も
そ
も
陞
戶
の
抄
上
は
︑
訓
鍊
都
監
の
兵
士
の
#
質
の
向
上
の
た
め
の
制
度
で
あ
り
︑
そ
の
根
底
に
は
﹁
兵
農
一
致
﹂
を
理
想
と
し
︑
か

つ
﹁
田
舍
の
實
直
な
人

(
鄕
野
之
老
實
)
﹂
を
良
し
と
す
る
當
時
の
爲
政
者
た
ち
の
共
h
の
�
識
が
あ
っ
た(21

)

︒
し
か
し
そ
の
實
態
は
︑
上
営
の
と

お
り
形
骸
J
す
る
一
方
で
あ
る
︒

こ
の
た
め
	
民
の
 
擔
と
な
る
陞
戶
の
軍
額
は
�
第
に
"
減
さ
れ
て
い
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
純
祖
�
に
お
い
て
は
咸
鏡
b
・
p
安
b
を
除
く

六
b
の
﹁
三
百
邑
﹂
か
ら
陞
戶
が
抄
上
さ
れ
て
い
た
が(22

)

︑
哲
宗
十
二
年

(一
八
六
一
)

に
は
︑
つ
い
に
每
邑
一
名
だ
け
を
殘
し
て
そ
の
他
は
#

裝
保
に
囘
し
︑
以
て
軍
需
の
補
い
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た(23

)

︒
し
か
し
︑
そ
の
後
も
さ
ら
に
陞
戶
の
軍
額
は
"
減
さ
れ
た
よ
う
で
︑
最
r
�
に
高

宗
�
の
﹃
六
典
條
例
﹄
に
お
い
て
は
︑
六
b
陞
戶
は
﹁
共
に
一
百
九
十
一
戶
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る(24

)

︒

(
c
)
訓
局
別
�
と
精
抄
軍

訓
鍊
都
監
の
創
設
以
來
︑
大
勢
と
し
て
は
﹁
兵
農
﹂
の
分
離
が
@
ん
で
い
く
が
︑
反
面
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
兵
農
一
致
﹂
を
理
想
と
し
︑
給
料

兵
の
制
度
を
農
民
兵
の
番
上
制
度
に
置
き
奄
え
よ
う
と
す
る
試
み
も
續
い
て
い
た
︒

訓
鍊
都
監
の
兵
士
た
ち
は
︑
實
際
の
役
に
は
立
た
ず
︑
い
た
ず
ら
に
國
庫
の
財
源
を
費
や
し
て
い
る
︒
人
々
は
﹁
尾
大
に
し
て
掉ふ
る

い
難

き
﹂
こ
と

︱
︱
肥
大
J
し
て
瓜
制
が
難
し
く
な
る
こ
と

(左
傳
︑
昭
公
十
一
年
︑﹁
末
大
必
折
︑
尾
大
不
掉
﹂
)
︱
︱

を
憂
え
て
い
た(25

)

︒

右
は
﹃
顯
宗
實
錄
﹄
の
2
官
の
言
︒
こ
う
し
た
批
!
に
基
づ
い
て
︑
顯
宗
�
に
は
訓
鍊
都
監
の
一
部
を
	
軍
の
番
上
制
に
切
り
替
え
︑
こ
れ

を
﹁
別
K
﹂
と
稱
し
て
經
費
の
"
減
を
圖
っ
て
い
る(26

)

︒
ま
た
肅
宗
�
に
入
る
と
︑
こ
の
別
K
と
精
抄
軍
と
を
合
わ
せ
て
禁
衞
營
が
創
設
さ
れ
︑

�鮮後�の京軍と	軍
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同
じ
く
	
軍
の
番
上
に
よ
る
御
營
廳
の
兵
士
と
と
も
に
︑
ソ
ウ
ル
の
宿
衞
を
擔
う
こ
と
に
な
る
︒
�
鮮
後
�
に
は
﹁
長
征
﹂
の
制
度

︱
︱
す

な
わ
ち
給
料
兵
の
制
度
︱
︱

が
確
立
す
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
と
竝
行
す
る
形
で
﹁
番
上
﹂
の
制
度
へ
の
囘
歸

︱
︱
な
い
し
後
w

︱
︱

の

動
き
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
S
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

ま
ず
︑
訓
鍊
都
監
の
﹁
別
K
﹂
は
顯
宗
十
年

(一
六
六
九
)

に
創
設
さ
れ
︑
ま
た
兵
曹
の
﹁
精
抄
軍
﹂
も
同
じ
年
に
創
設
さ
れ
た
が
︑
こ
れ

ら
は
地
方
の
﹁
	
軍
﹂
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る(27

)

︒

訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
た
ち
は
︑
い
た
ず
ら
に
經
費
を
費
や
す
ば
か
り
で
︑﹁
市
人
﹂
と
同
樣
で
あ
り
︑
い
ざ
と
い
う
と
き
の
役
に
は
立
た

な
い
︒
そ
こ
で
先
王

(顯
宗
)

は
こ
の
點
を
慮
っ
て
訓
局
別
K
を
創
設
さ
れ
︑
順
�
︑
そ
の
數
を
增
や
し
て
上
下
輪
番
制
と
す
る
こ
と
︑

す
べ
て
御
營
軍
の
制
度
と
同
樣
に
し
︑︹
訓
鍊
都
監
に
つ
い
て
は
︺
そ
の
元
屬
の
給
料
兵
を
廢
止
し
て
︑
無
駄
飯
食
ら
い
の
]
&
を
省
こ

う
と
さ
れ
た(

28
)

︒

右
は
肅
宗
�
に
お
い
て
︑
先
王
・
顯
宗
�
の
兵
制
改
革
を
囘
y
し
た
閔
鼎
重

(西
人
)

の
言
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
市
人
﹂
は
︑
こ
こ
で
は
市
中
の

ご
ろ
つ
き
・
無
賴
の
こ
と
︒
こ
の
種
の
﹁
市
人
﹂
が
長
番
の
給
料
兵
と
な
っ
て
國
家
の
經
費
を
食
い
つ
ぶ
し
て
い
る
た
め
に
︑
こ
れ
を
﹁
	

軍
﹂
の
番
上
制
に
切
り
替
え
よ
う
と
し
た
︑
そ
れ
が
顯
宗
の
本
來
の
T
圖
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

も
う
一
方
の
兵
曹
の
精
抄
軍
に
つ
い
て
は
︑
こ
ち
ら
は
も
と
も
と
仁
祖
�
に
お
い
て
︑
王
宮
の
宿
衞
兵
を
補
强
す
る
た
め
に
︑
上
番
軍
士
の

中
か
ら
精
壯
の
者
を
�
ん
で
﹁
精
抄
軍
﹂
と
名
付
け
た
も
の
が
%
源
で(29

)

︑
こ
れ
は
い
わ
ば
國
王
の
私
兵
で
あ
っ
た
が(30

)

︑
そ
の
後
︑
國
家
の
正
式

の
軍
K
と
し
て
兵
曹
の
管
{
下
に
入
り
︑
順
�
增
大
し
て
國
家
の
財
政
を
壓
|
し
た
た
め
︑
こ
れ
も
番
上
制
へ
と
囘
歸

(な
い
し
後
w
)

し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た(

31
)

︒
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軍
K
を
0
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
精
�
を
貴
ん
で
︑
數
を
貴
ば
な
い
︒
G
番

(
g
替
勤
務
)

を
よ
し
と
し
︑
長
征

(長
番
勤
務
)

を
よ
し

と
し
な
い(

32
)

︒

右
は
顯
宗
�
に
お
い
て
兵
制
改
革
を
擔
當
し
た
金
錫
胄

(西
人
)

の
言
︒
こ
れ
が
當
時
の
爲
政
者
た
ち
の
基
本
�
識
で
あ
り
︑
い
わ
ば
﹁
長

征
﹂
か
ら
﹁
番
上
﹂
へ
の
囘
歸

(な
い
し
後
w
)

が
志
向
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
う
し
た
�
識
の
も
と
に
︑
結
局
︑
訓
局
別
K
と
精

抄
軍
と
を
;
せ
て
禁
衞
營
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

二

禁
御
兩
營
の
	
軍

訓
鍊
都
監
の
兵
士
は
國
庫
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
給
料
兵
で
︑
そ
の
原
#
は
民
よ
り
)
收
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
﹁
民
を
以
て
兵
を
養
う
﹂
制
度
で

あ
る
︒
一
方
︑
御
營
廳
や
禁
衞
營
な
ど
の
後
續
の
軍
門
に
お
い
て
は
︑
訓
鍊
都
監
の
よ
う
な
給
料
兵
の
制
度
を
や
め
て
︑
從
9
ど
お
り
﹁
兵
を

以
て
兵
を
養
う
﹂
制
度
と
し
た
︒
具
體
�
に
は
︑
三
丁
の
な
か
か
ら
戶
首
一
人
を
�
ん
で
正
軍
と
し
︑
殘
り
の
二
丁
は
保
丁

(軍
役
補
助
者
)

と
し
て
軍
布
を
供
出
し
︑
立
役
す
る
正
軍

(
戶
首
)

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
︒
こ
れ
が
﹁
兵
を
以
て
兵
を
養
う
﹂
制
度
で
あ
り
︑
こ
の
た
め
御
營
廳

や
禁
衞
營
の
軍
役
は
︑
軍
戶
以
外
の
一
般
の
農
民
に
は
直
接
~
&
を
C
ぼ
す
こ
と
は
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た(33

)

︒

も
っ
と
も
︑
兵

(正
軍
︑
お
よ
び
保
丁
)

に
�
ば
れ
る
の
は
︑
實
態
と
し
て
は
農
民
で
あ
り
︑
正
軍
や
保
丁
に
缺
員
が
生
じ
た
場
合
に
は
︑
�

人
や
族
人
を
︑
い
わ
ば
連
帶
責
任
の
形
で
�
ば
强
制
�
に
兵

(正
軍
︑
お
よ
び
保
丁
)

に
閏
當
し
て
い
た
か
ら
︑
結
局
︑﹁
兵
を
以
て
兵
を
養
う
﹂

御
營
廳
や
禁
衞
營
な
ど
の
軍
門
も
︑
�
r
�
に
は
一
般
農
民
の
 
擔
の
も
と
に
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

�鮮後�の京軍と	軍
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(
a
)
御
營
廳
と
禁
衞
營

御
營
廳
の
兵
士
は
︑
も
と
も
と
仁
祖
反
正
の
際
に
召
募
さ
れ
た
ク
ー
デ
タ
ー
軍
の
�
力
を
そ
の
ま
ま
國
家
の
正
式
の
軍
K
に
組
み
*
ん
だ
も

の(
34
)

︒
當
初
︑
反
正
の
功
臣
た
ち
は
︑
﹁
市
井
無
賴
﹂
の
輩
を
召
募
し
て
そ
の
軍
事
力
の
基
盤
と
し
て
い
た
が
︑
そ
の
實
體
は
﹁
市
民
の
無
賴
の

者
が
︑
財
物
の
略
奪
を
目
當
て
に
應
募
﹂
し
︑﹁
た
だ
馬
を
乘
り
囘
し
て
他
人
の
財
產
を
略
奪
す
る
こ
と
を
樂
し
み
と
し
て
い
る
﹂
よ
う
な
あ

り
さ
ま
で
あ
っ
た
と
い
う(

35
)

︒
と
は
い
え
︑
功
臣
勢
力
の
利
&
が
絡
む
と
一
度
召
募
し
た
軍
K
は
容
易
に
は
解
散
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ

の
う
え
當
時
は
後
金
と
の
戰
爭
に
も
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
良
賤
の
身
分
を
問
わ
ず
︑
公
私
賤
や
良
民
の
丁
壯
を
�
拔
し
て

一
K
を
作
り
︑
こ
れ
を
﹁
御
營
軍
﹂
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
際
︑
戶
役

(
戶
に
割
り
當
て
ら
れ
る
徭
役
)

を
免
除
し
︑
そ
の
他
の
雜
役

も
免
除
し
た
た
め
に
︑
人
々
は
先
を
爭
っ
て
軍
に
身
を
投
じ
た
と
い
う(36

)

︒
か
く
し
て
仁
祖
二
年

(一
六
二
四
)

に
は
御
營
軍
の
正
式
の
發
足
と

な
り(

37
)

︑
以
後
︑
御
營
軍
は
御
營
廳
に
屬
し
て
訓
鍊
都
監
と
竝
立
す
る
軍
門
に
成
長
し
て
い
っ
た(38

)

︒

�
に
禁
衞
營
は
︑
上
営
し
た
訓
鍊
都
監
の
別
K
と
兵
曹
�
管
の
精
抄
軍
を
瓜
合
し
て
肅
宗
八
年

(一
六
八
二
)

に
創
設
さ
れ
︑
訓
鍊
都
監
・

御
營
廳
と
竝
ん
で
三
軍
門
と
稱
せ
ら
れ
た(39

)

︒
別
K
と
精
抄
軍
は
も
と
も
と
長
番
兵
で
あ
る
訓
鍊
都
監
の
兵
士
の
代
替
と
し
て
︑
	
軍
の
番
上
制

に
基
礎
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
9
営
の
と
お
り
︒
し
た
が
っ
て
︑
禁
衞
營
の
基
礎
も
ま
た
	
軍
の
番
上
制
に
置
か
れ
て
い
た
︒

番
上
軍
は
︑
上
番
に
際
し
て
保
丁
か
ら
の
荏
�
を
:
け
る
︒﹁
兵
を
以
て
兵
を
養
う
﹂
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
番
上
兵
も
保
丁
も
そ
の

實
質
と
し
て
は
農
民
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
︒
國
家
財
政
に
よ
っ
て
兵
を
養
う
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
︑
こ
の
た
め
御
營
廳
や
禁
衞
營

で
は
養
兵
の
 
擔
を
保
丁

(農
民
)

に
轉
嫁
し
た
の
で
あ
る
︒

(
b
)
禁
御
兩
營
の
�
軍

禁
衞
營
と
御
營
廳

︱
︱
い
わ
ゆ
る
禁
御
兩
營
︱
︱

の
兵
士
は
�
と
し
て
	
軍
で
あ
り
︑
	
軍
に
は
番
上
勤
務
を
荏
え
る
た
め
に
︑
そ
れ

東 方 學 報
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ぞ
れ
#
裝
保
お
よ
び
保
丁

(軍
役
補
助
者
)

が
割
り
當
て
ら
れ
︑
ま
た
原
則
と
し
て
は
烟
戶
雜
役

(﹁
か
ま
ど
﹂
を
單
位
と
し
て
戶
ご
と
に
割
り
當
て
ら

れ
る
雜
役
)

を
免
除
さ
れ
る(

40
)

︒
こ
の
た
め
禁
御
兩
營
の
	
軍
は
︑
訓
鍊
都
監
の
_
兵

(鐵
_
K
)

と
竝
ん
で
︑
比
�
�
待
i
の
惠
ま
れ
て
い
る
軍

兵
で
あ
っ
た
︒

と
は
い
え
︑
	
軍
に
と
っ
て
は
	
里
を
�
く
離
れ
た
ソ
ウ
ル
に
お
け
る
二
箇
�

(二
朔
)

の
番
上
勤
務
が
重
い
 
擔
と
な
っ
た
こ
と
に
變
わ

り
は
な
い
︒
こ
の
た
め
禁
御
兩
營
の
	
軍
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
廢
止
を
�
張
す
る
論
者
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
︒

禁
御
兩
營
の
︹
	
軍
の
︺
番
上
の
制
度
は
︑
一
つ
に
は
王
宮
・
王
城
を
防
禦
し
︑
一
つ
に
は
︹
番
上
時
に
軍
兵
を
︺
敎
練
す
る
こ
と
を
目

�
と
し
て
お
り
︑
そ
の
趣
旨
は
よ
い
の
で
す
が
︑
番
上
の
規
定
は
五
年
に
一
度
︑
そ
れ
も
わ
ず
か
二
箇
�
で
g
替
と
な
る
の
で
︑
せ
っ
か

く
の
敎
練
も
三
日
坊
�
と
な
り
︑
軍
兵
の
坐
作
@
w
は
指
揮
官
の
命
に
形
式
�
に
從
う
だ
け
︒
指
揮
官
の
號
令
も
上
官
の
命
を
形
式
�
に

傳
え
る
だ
け
で
︑
こ
れ
で
は
敎
練
の
T
味
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
ま
し
て
や
	
里
と
の
�
復
の
際
に
︑
い
た
ず
ら
に
食
糧
を
費
や
し
︑
	
里
で

の
農
作
業
を
放
棄
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
︒
	
軍
の
番
上
制
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
よ
う
に
]
&
が
多
い
の
で
す(41

)

︒

右
は
正
祖
二
十
年

(一
七
九
六
)

に
お
け
る
訓
鍊
大
將
の
李
�
國
の
言
︒
そ
の
提
案
は
實
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
︑
そ
の
後
︑
	
軍

に
對
し
て
は
し
ば
し
ば
停
番

(番
上
義
務
の
免
除
)

が
命
じ
ら
れ
︑
そ
の
代
わ
り
と
し
て
停
番
布
の
)
收
が
行
わ
れ
た(42

)

︒
こ
れ
は
+
す
る
に
︑
禁

御
兩
營
の
	
軍
の
收
布
軍
J
を
T
味
し
て
い
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
軍
務
は
︑
�
と
し
て
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
た
︒

禁
御
兩
營
の
鄕
軍
は
停
番
し
︹
て
停
番
布
を
)
收
し
︺︑
#
保
と
合
わ
せ
て
軍
門
の
經
費
に
閏
當
す
る
こ
と
は
︑
從
來
も
し
ば
し
ば
行
わ

れ
て
お
り
ま
す
が
︑
短
く
て
六
七
朔
︑
長
く
て
も
一
年
の
こ
と
で
︑
�
名
無
實
で
あ
り
︑
そ
の
う
え
訓
鍊
都
監
の
軍
兵
に
︑
こ
の
よ
う
に

�鮮後�の京軍と	軍
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も
長
�
に
わ
た
っ
て
禁
御
兩
營
の
立
役
を
�
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
は
︑
長
續
き
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん(43

)

︒

右
は
純
祖
十
六
年

(一
八
一
六
)

に
お
け
る
戶
曹
!
書
の
朴
宗
慶
の
言
︒
禁
御
兩
營
の
	
軍
の
停
番
が
常
態
J
し
︑
そ
の
缺
を
訓
鍊
都
監
の

京
軍
が
代
替
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

4
年
以
來
︑
稅
收
が
不
足
す
る
た
め
に
︑
臣
下
よ
り
お
願
い
し
て
︑
あ
る
い
は
二
年
に
わ
た
っ
て
︹
	
軍
の
番
上
を
︺
停
止
し
︑
は
な
は

だ
し
く
は
五
年
に
わ
た
っ
て
停
番
と
し
︑
合
計
し
て
七
年
に
な
り
ま
す
︒
お
膝
元
の
ソ
ウ
ル
に
お
い
て
宿
衞
の
兵
が
不
足
す
る
こ
と
自
體
︑

大
變
に
心
も
と
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
︑
ま
し
て
や
軍
錢
を
集
め
て
經
費
を
補
う
こ
と
は
︑
國
家
の
體
面
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
︑

ど
う
し
て
後
世
の
人
々
の
耳
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
︒
そ
の
う
え
︑
訓
鍊
都
監
の
兵
士
た
ち
は
︑
禁
御
兩
營
の
軍
役
を
�
代

わ
り
し
て
い
る
た
め
に
︑
 
擔
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
み
な
が
恨
み
嘆
い
て
い
る
と
の
こ
と
︒
こ
れ
も
ど
う
し
て
些
細
な
こ
と
と
い

え
る
で
し
ょ
う
か
︒
今
年
の
分
に
つ
い
て
は
す
で
に
)
收
濟
み
で
あ
り
︑
後
戾
り
は
で
き
ま
せ
ん
が
︑
來
年
か
ら
は
舊
來
ど
お
り
番
上
さ

せ
る
こ
と
を
禁
御
兩
營
に
申
し
つ
け
︑
財
源
捻
出
の
た
め
に
み
だ
り
に
停
番
を
+
N
す
る
こ
と
は
禁
じ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う(44

)

︒

右
は
純
祖
二
十
二
年

(一
八
二
二
)

に
お
け
る
領
議
政
の
金
載
瓚
の
言
︒
こ
こ
で
も
	
軍
の
停
番
が
常
態
J
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

も
と
も
と
訓
鍊
都
監
の
﹁
油
滑
﹂
の
]
&
を
矯
正
す
る
目
�
で
創
設
さ
れ
た
禁
御
兩
營
の
	
軍
も
︑
そ
の
後
は
番
上
の
停
止

(停
番
)

が
常

態
J
し
︑
そ
の
缺
を
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
が
補
っ
て
い
た
︒
こ
の
點
に
お
い
て
も
︑
�
鮮
後
�
に
お
い
て
は
事
實
上
の
﹁
兵
農
分
離
﹂
︱
︱

4
世
社
會
の
特
色
の
一
つ
︱
︱

が
@
ん
で
い
た
こ
と
が
確
�
で
き
る
︒

東 方 學 報
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(
c
)
均
役
法

軍
兵
の
收
布
軍
J
が
@
む
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
兵
の
 
擔
が
數
値
J
さ
れ
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
 
擔
の
不
均
等
が
誰
の
目
に
も
著
し
い
形

で
顯
在
J
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

た
と
え
ば
國
初
以
來
︑
京
騎
兵
と
い
う
軍
額
が
あ
り
︑
英
祖
�
に
お
い
て
は
軍
丁
一
千

(京
中
)
︑
軍
保
三
千

(外
方
)
︑
合
計
四
千
名
に
︑

そ
れ
ぞ
れ
軍
布
二
疋
を
割
り
當
て
︑
そ
れ
を
財
源
と
し
て
京
中
諸
處
の
土
木
工
事
の
役
夫

(役
軍
)

の
�
用
經
費
に
閏
當
し
て
い
る(45

)

︒
こ
れ
と

同
じ
よ
う
に
︑
禁
御
兩
營
の
	
軍
︑
そ
の
他
に
つ
い
て
も
正
軍
・
保
丁
を
問
わ
ず
︑
事
實
上
の
收
布
軍
J
が
@
ん
で
い
た
こ
と
は
9
営
の
と
お

り
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
K
の
來
歷
が
衣
な
る
た
め
に
︑
各
種
の
軍
役

(身
役
)

の
 
擔
は
著
し
く
不
均
等
で
あ
っ
た
︒

こ
の
た
め
︑
英
祖
二
十
六
年

(一
七
五
〇
)

に
至
っ
て
均
役
法
が
施
行
さ
れ
︑
各
種
の
軍
役
の
 
擔
を
一
律
に
﹁
減
一
疋
﹂
︱
︱
具
體
�
に

は
良
民
の
軍
布
の
 
擔
を
二
疋
か
ら
一
疋
に
減
額
︱
︱

す
る
と
と
も
に
︑
そ
の
不
足
財
源
に
つ
い
て
は
︑
結
錢
や
漁
鹽
稅
︑
�
稅
︑
�
武
布

な
ど
の
稅
目
を
怨
た
に
創
設
し
て
各
軍
門
の
財
政
の
補
填

(給
代
)

に
囘
す
こ
と
に
な
っ
た(46

)

︒

こ
れ
に
よ
っ
て
︑
な
る
ほ
ど
軍
丁
や
軍
保
の
 
擔
は
輕
減
さ
れ
た
が
︑
そ
の
分
︑
地
方
の
民
衆
に
と
っ
て
は
各
種
の
怨
稅
の
 
擔
が
增
加
し

た
た
め
に
︑
結
局
︑
民
衆
の
 
擔
は
か
え
っ
て
重
く
な
っ
た
︑
と
の
批
!
も
跡
を
絕
た
な
か
っ
た(47

)

︒

と
も
あ
れ
︑
こ
の
均
役
法
の
施
行
に
よ
っ
て
︑
各
種
の
軍
役

(身
役
)

の
收
布
軍
J
が
@
み
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
兵
農
分
離
﹂
が
一
層
@
行
し
て

い
っ
た
こ
と
は
閒
�
い
な
い
︒

三

長
征
か
番
上
か

兵
農
分
離
の
﹁
長
征
﹂
を
良
し
と
す
る
か
︑
そ
れ
と
も
兵
農
一
致
に
基
づ
く
﹁
番
上
﹂
を
良
し
と
す
る
か
︑
⁝
⁝
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
問
題

�鮮後�の京軍と	軍
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と
な
る
の
は
國
庫
に
よ
る
經
費
 
擔
と
軍
兵
の
#
質
と
の
�
ね
合
い
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
お
い
て
︑
官
僚
た
ち
の
T
見
は
區
區
と
し
て
分
か
れ

て
い
た
︒

(
a
)
閔
應
亨

顯
宗
卽
位
年

(一
六
五
九
)

十
二
�
︑
こ
の
年
の
�
饉
に
對
す
る
善
後
策
の
一
�
と
し
て
︑
工
曹
!
書
の
閔
應
亨
は
﹁
恒
食
之
軍
﹂
の
"
減

を
求
め
た
︒
そ
の
T
圖
す
る
と
こ
ろ
は
︑
具
體
�
に
は
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
の
"
減
で
あ
る
︒

訓
鍊
都
監
の
軍
兵
は
︑
當
初
︑
三
千
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
︑
そ
の
後
增
額
し
て
︑
今
で
は
六
千
人
に
至
っ
て
お
り
︑
戶
曹
の
一
年

の
經
費
十
二
萬
石
の
う
ち
︑
軍
K
の
糧
餉
に
費
や
す
も
の
が
八
萬
石
︒
⁝
⁝
今
︑
軍
K
の
糧
餉
を
除
く
と
︑
戶
曹
の
經
費
は
︑
た
だ
四
萬

石
だ
け
と
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
⁝
⁝
恒
食
の
軍

(訓
局
軍
兵
)

は
︑
物
故
者
や
老
人
・
幼
稚
者
を
除
籍
し
た
そ
の
g
替
+
員
の
補
閏
を
や

め
︑
昨
年
�
加
し
て
召
募
し
た
七
百
名
に
つ
い
て
も
︑
す
べ
て
取
り
や
め
と
す
れ
ば
︑
軍
K
の
糧
餉
の
減
少
分
を
︑
�
民
救
濟
の
原
#
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う(48

)

︒

こ
れ
に
對
し
︑
顯
宗
は
﹁
徐
々
に
裁
減
す
る
﹂
と
答
え
た
が
︑
結
局
︑
そ
の
實
行
は
先
e
り
と
な
っ
た
︒

(
b
)
李
端
夏

顯
宗
十
三
年

(一
六
七
二
)
︑
備
局
�
司
堂
上
の
一
人
で
あ
る
李
端
夏
も
ま
た
︑
閔
應
亨
と
同
じ
觀
點
か
ら
給
料
兵
の
"
減
を
�
張
し
て
い
る
︒

國
王
の
引
見
の
席
に
お
け
る
彼
の
發
言
に
よ
る
と
︑
そ
も
そ
も
�
鮮
に
は
か
つ
て
﹁
給
料
之
兵
﹂
は
無
か
っ
た
︒
そ
の
�
初
は
宣
祖
�
に
柳
成

東 方 學 報
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龍
が
創
設
し
た
訓
鍊
都
監
の
三
手
兵

(
_
手
・
殺
手
・
射
手
)

で
あ
り
︑
そ
の
中
核
と
な
る
_
手

(鐵
_
K
)

は
今
や
五
千
五
百
餘
人
に
P
し
て

い
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
各
軍
門
の
軍
官

(士
官
)

は
ほ
と
ん
ど
一
萬
人
に
4
く
︑
こ
れ
ら
の
將
兵
を
養
う
た
め
の
糧
食
は
八
萬
石
︒
ほ
と
ん
ど
國

庫
の
三
分
の
二
を
費
や
し
て
い
る
と
い
う
︒

今
︑
常
稅
の
收
入
は
十
二
萬
石
︑
そ
う
し
て
養
兵
に
費
や
す
經
費
は
八
萬
石
︒
た
だ
四
萬
石
を
以
て
國
用
の
經
費
と
し
て
お
り
ま
す
が
︑

ま
っ
た
く
足
り
ま
せ
ん(

49
)

︒

李
端
夏
の
擧
げ
る
數
字
は
上
営
の
閔
應
亨
の
そ
れ
と
完
I
に
一
致
し
て
い
る
︒
彼
ら
の
T
見
は
こ
の
時
點
で
は
�
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
︑

そ
の
後
の
改
革
議
論
に
は
一
定
の
影
�
を
與
え
た
︒
た
と
え
ば
肅
宗
七
年

(一
六
八
一
)

に
お
け
る
護
軍
の
李
敏
敍
の
上
駅
�
に
は
︑

地
部

(
戶
曹
)

の
歲
入
は
�
か
に
十
二
萬
石
で
す
が
︑
軍
食

(養
兵
の
經
費
)

は
そ
の
う
ち
の
八
萬
を
占
め
︑
そ
れ
以
外
の
祭
祀
・
官
祿
︑

C
び
國
家
の
諸
般
の
費
用
は
︑
わ
ず
か
數
萬
に
す
ぎ
ま
せ
ん(50

)

︒

と
あ
り
︑
ま
た
肅
宗
八
年

(一
六
八
二
)

に
宋
時
烈

(西
人
)

が
養
兵
の
經
費
の
"
減
を
�
張
し
た
と
き
に
も
︑

現
在
︑
訓
局
_
手
の
給
料
は
︑
ほ
と
ん
ど
八
萬
石
に
至
り
︑
�
臣
の
頒
祿
は
︑
四
萬
餘
石
に
す
ぎ
ま
せ
ん(51

)

︒

と
論
じ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
﹁
八
萬
石
﹂
と
い
う
數
字
が
"
兵
の
議
論
の
根
據
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

�鮮後�の京軍と	軍
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(
c
)
金
錫
胄

し
か
し
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
の
"
減
に
つ
い
て
は
︑
肅
宗
八
年

(一
六
八
二
)
︑
す
な
わ
ち
禁
衞
營
の
創
設
の
年
に
お
い
て
︑
兵
曹
!
書
の
金

錫
胄
が
强
力
な
反
對
論
を
唱
え
た
︒

彼
に
よ
れ
ば
︑
訓
局

(訓
鍊
都
監
)

の
兵
額
を
"
減
す
る
に
し
て
も
︑
�
低
限
︑
五
千
人
の
當
番
兵
は
必
+
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
場
合
︑
こ
れ

を
番
上
制
に
よ
っ
て
確
保
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
一
年
六
番
︑
二
箇
�
g
替
と
し
て
︑
每
番
五
千
人
︑
合
計
︑
三
萬
人
の
兵
士
を
登
錄
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
し
か
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
兵
士
に
三
人
ず
つ
の
保
丁

(軍
役
補
助
者
)

を
つ
け
る
と
︑
保
丁
だ
け
で
九
萬
人
︑
兵
士
と
保
丁
の
合

計
で
十
二
萬
人
を
軍
籍
に
登
錄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
昨
今
︑
閑
丁

(特
定
の
身
役
を
持
た
な
い
者
)

の
確
保
が
難
し
い
な
か
で
︑
ど
う
や
っ

て
十
二
萬
人
も
の
軍
丁
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
の
か
︒︹
番
上
制
の
-
營
が
困
難
な
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒︺
そ
の
反
對
に
︑
訓
鍊
都
監
の
�

力
兵
で
あ
る
_
手

(鐵
_
K
)

は
︑
都
會
育
ち
で
頭
が
よ
く
︑
軍
裝
も
鮮
や
か
で
︑
い
つ
で
も
軍
役
に
�
う
こ
と
が
で
き
︑
地
方
か
ら
の
番
上

兵
よ
り
�
っ
て
い
る
︒
よ
っ
て
訓
鍊
都
監
の
元
屬
の
兵
士
は
︑︹
一
定
�
度
"
減
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︺
決
し
て
I
廢
し
て
は
な
ら
な
い
︑

と
い
う(

52
)

︒﹁
都
會
育
ち
で
頭
が
よ
く
︑
軍
裝
も
鮮
や
か

(生
長
京
輦
︑
人
物
伶
俐
︑
裝
束
鮮
�
)
﹂
と
い
う
の
は
︑
こ
こ
で
は
軍
K
に
籍
を
入
れ
て
い

る
富
裕
な
商
家
の
子
弟
な
ど
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
︒

金
錫
胄
は
槪
し
て
給
料
兵
に
好
T
�
で
あ
る
︒
結
局
︑
肅
宗
八
年
の
段
階
で
は
︑
こ
の
金
錫
胄
の
T
見
が
h
っ
て
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
の
"

減
は
見
e
ら
れ
︑
訓
局
の
兵
士
は
引
き
續
き
五
千
人
�
度
の
規
模
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た(53

)

︒

(
d
)
南
九
萬

肅
宗
�
の
後
�
に
お
け
る
宰
相
・
南
九
萬

(少
論
)

も
︑
單
な
る
"
減
案
に
は
反
對
で
あ
っ
た
︒
古
來
︑﹁
民
を

厲
は
げ
ま

し
て
兵
を
養

(
厲
民
而
養

兵
)
﹂
い
︑
つ
い
に
l
國
に
至
っ
た
例
は
多
い
が
︑
�
鮮
で
は
 
に
﹁
民
を
逸
に
し
て
兵
を
困く
る

(
逸
民
而
困
兵
)
﹂
し
め
て
い
る
狀
態
で
あ
る
︒
た
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と
え
ば
︑
日
本
で
は
農
民
か
ら
の
收
奪
に
よ
っ
て
兵

(武
士
)

を
養
い
︑
淸
�
で
は
八
旗
・
綠
營
に
手
厚
い
給
料
を
與
え
て
い
る
の
で
︑
兩
國

の
兵
卒
は
精
强
で
あ
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑
�
鮮
で
は
た
だ
訓
鍊
都
監
の
兵
士
の
み
が
︑
給
料
が
手
厚
い
た
め
に
︑
や
や
�
っ
て
お
り
︑
そ
の
�

に
は
御
營
廳
・
禁
衞
營
の
兵
士
が
番
上
の
�
閒
中
は
給
料
を
:
け
︑
か
つ
各
種
の
徭
役

(
¤
役
)

を
免
除
さ
れ
て
︑
や
や
�
っ
て
い
る
が
︑
そ

の
他
の
兵
士
は
︑﹁
多
く
て
も
お
粗
末

(
麤
)
︑
少
な
く
て
も
お
粗
末

(
麤
)
︒
增
員
し
て
も
お
粗
末

(
麤
)
︑
減
員
し
て
も
お
粗
末

(
麤
)
﹂
で
あ

り
︑
問
題
の
根
本
は
︑
�
力
戶
が
不
正
に
兵
役
を
免
れ
て
い
る
點
に
こ
そ
あ
る
︒
三
軍
門

(訓
鍊
都
監
・
御
營
廳
・
禁
衞
營
)

の
兵
士
は
"
減
す

べ
き
で
は
な
い
が
︑
ど
う
し
て
も
"
減
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
怨
設
の
禁
衞
營
を
"
減
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
︑
と
い
う(54

)

︒

す
で
に
兵
農
分
離
が
@
ん
で
﹁
民
を
以
て
兵
を
養
う
﹂
體
制
が
確
立
し
て
い
る
日
本
や
中
國
に
對
し
︑
�
鮮
で
は
本
來
兵
役
に
f
す
べ
き
�

力
戶
が
兵
役
を
不
正
に
k
れ
て
い
る
た
め
に
︑
そ
の
 
擔
は
も
っ
ぱ
ら
下
層
の
民
衆
に
押
し
付
け
ら
れ
︑
か
え
っ
て
﹁
民
を
逸
に
し
て
兵
を

困
﹂
し
め
る
狀
態
に
な
っ
て
い
た
︒

こ
の
場
合
の
﹁
民
﹂
と
は
不
正
に
兵
役
を
k
れ
る
�
力
戶
︑﹁
兵
﹂
と
は
兵
役
を
押
し
付
け
ら
れ
た
貧
窮
戶
や
老
年
・
幼
少
の
兵
士
た
ち
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

(
e
)
禹
禎
圭

�
は
正
祖
十
二
年

(一
七
八
八
)

に
�
@
さ
れ
た
禹
禎
圭
﹃
經
濟
野
言
﹄
の
﹁
軍
制
變
h
之
策
﹂
を
取
り
上
げ
て
檢
討
し
よ
う(55

)

︒

禹
禎
圭
も
ま
た
︑
い
に
し
え
は
﹁
兵
を
農
に
寓
す

(寓
兵
於
農
)
﹂︑
い
わ
ゆ
る
兵
農
一
致
の
狀
態
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
4
世
に
い
た
っ
て

﹁
兵
農
﹂
が
分
か
れ
︑﹁
養
兵
﹂
の
制
度
が
始
ま
っ
た
と
い
う
�
識
か
ら
出
發
す
る
︒

�
鮮
で
は
當
初
︑
五
衞
の
番
上
軍
は
か
な
ら
ず
軍
人
本
人
を
立
役
さ
せ
︑﹁
養
兵
﹂
の
制
度
は
用
い
て
い
な
か
っ
た
が
︑
そ
の
後
︑
�
方
の

軍
人
の
番
上
の
 
擔
を
輕
減
す
る
た
め
に
︑
免
役
布
を
)
收
し
て
そ
れ
を
財
源
に
兵
士
を
�
用
す
る
一
種
の
傭
兵
制
度
が
始
ま
り
︑
壬
辰
倭
亂
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よ
り
以
後
︑
訓
鍊
都
監
が
創
設
さ
れ
る
と
︑
五
千
餘
名
の
兵
士
を
國
家
の
財
政
 
擔
に
よ
っ
て
�
用
す
る
給
料
兵
の
制
度
が
本
格
�
に
-
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
は
い
わ
ば
︑
﹁
民
を
以
て
兵
を
養
う

(以
民
養
兵
)
﹂
制
度
と
い
え
る
︒

そ
の
後
︑
禁
衞
營
︑
御
營
廳
が
創
設
さ
れ
た
が
︑
こ
ち
ら
は
兵
戶
に
登
錄
し
た
も
の

︱
︱
具
體
�
に
は
戶
首
の
管
下
の
保
丁
︱
︱

か
ら

)
收
す
る
軍
布
に
よ
っ
て
﹁
兵
﹂
を
養
う
の
で
︑
い
わ
ば
﹁
兵
を
以
て
兵
を
養
う

(以
兵
養
兵
)
﹂
制
度
と
い
え
る
︒

と
は
い
え
︑﹁
兵
﹂
か
ら
)
收
さ
れ
る
軍
布
は
︑
結
局
︑
將
校
た
ち
の
私
腹
を
肥
や
す
ば
か
り
で
︑
實
戰
の
役
に
立
つ
兵
士
は
養
成
で
き
て

い
な
い
︒
顯
宗
�
に
兵
制
の
改
革
を
行
い
︑
肥
大
J
し
た
軍
K
の
ス
リ
ム
J
を
圖
っ
た
と
は
い
え
︑
軍
額
は
依
然
多
す
ぎ
る
の
で
︑
さ
ら
に
ス

リ
ム
J
を
圖
る
べ
き
だ
︒

ま
ず
訓
鍊
都
監
の
軍
額
︑
五
千
二
百
は
︑
こ
れ
で
も
ま
だ
多
す
ぎ
る
の
で
︑
數
を
8
る
︒
ま
た
﹁
鈍
劣
の
	
軍
﹂
で
は
い
ざ
と
い
う
と
き
の

役
に
は
立
た
な
い
の
で
︑
	
軍
の
番
上
制
度
は
や
め
て
︑
ソ
ウ
ル
の
§
民
か
ら
兵
士
を
召
募
し
︑
禁
衞
營
・
御
營
廳
に
そ
れ
ぞ
れ
一
千
五
百
名

の
兵
士
を
設
け
て
こ
れ
を
三
番
に
分
け
︑
每
番
五
百
人
が
番
上
し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
︑
か
れ
ら
は
生
活
基
盤
地
か
ら
そ
れ
ほ
ど
�
く

離
れ
て
い
な
い
た
め
に
︑
�
方
の
	
軍
よ
り
も
﹁
强
兵
銳
卒
﹂
と
な
る
こ
と
が
�
待
で
き
る(56

)

︒

以
上
が
禹
禎
圭
の
改
革
案
で
︑
こ
れ
は
結
局
︑
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
を
中
心
と
し
て
兵
額
の
"
減
と
精
銳
J
と
を
@
め
︑
;
せ
て
禁
衞
營
・

御
營
廳
の
番
上
兵
に
つ
い
て
も
︑
こ
れ
を
ソ
ウ
ル
の
§
民
に
よ
っ
て
©
成
さ
れ
る
﹁
京
軍
﹂
に
改
め
る
こ
と
を
�
張
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒

(
f
)
李


國

禹
禎
圭
の
改
革
案
を
︑
さ
ら
に
具
體
�
に
推
し
@
め
た
の
が
正
祖
二
十
年

(一
七
九
六
)

に
お
け
る
訓
鍊
大
將
李
�
國
の
上
駅
で
あ
る
︒
こ

れ
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
第
二
違
で
そ
の
一
部
分
を
取
り
上
げ
た
が
︑
さ
ら
に
そ
の
I
體
の
+
點
を
営
べ
る
と
︑
現
在
︑
お
膝
元
で
あ
る
ソ
ウ

ル
の
軍
K

(輦
下
親
兵
)

は
一
萬
に
も
滿
た
ず
︑
い
ざ
と
い
う
と
き
に
兵
力
の
不
足
が
思
い
や
ら
れ
る
︒
禁
禦
兩
營
の
	
軍
は
︑
御
營
廳
の
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軍
が
一
萬
六
千
三
百
名
︑
禁
衞
營
の
	
軍
も
ほ
ぼ
同
數
で
あ
る
が
︑
番
上
は
五
年
に
一
度
︑
わ
ず
か
二
か
�
で
g
替
と
な
る
の
で
︑
こ
れ
も
役

に
立
た
な
い
︒
む
し
ろ
	
軍
の
番
上
を
永
�
に
廢
止
し
︑
そ
の
分
の
經
費
を
壯
勇
營
の
給
料
兵
に
囘
し
た
ほ
う
が
︑
ソ
ウ
ル
の
軍
備
の
閏
實
に

役
立
つ
︑
と
い
う
の
が
彼
の
提
案
の
趣
旨
で
あ
っ
た(57

)

︒

こ
の
う
ち
︑
壯
勇
營
と
い
う
の
は
正
祖
十
五
年

(一
七
九
一
)

に
怨
設
さ
れ
た
4
衞
軍
で(58

)

︑
ソ
ウ
ル
に
內
營
︑
水
原
に
外
營
を
お
く
︒
こ
れ

は
正
祖
が
@
め
て
い
た
水
原
の
﹁
華
城
﹂
の
«
營
と
表
裏
を
な
し
︑
正
祖
の
@
め
る
王
權
强
J

︱
︱
い
わ
ゆ
る
蕩
p
政
治
︱
︱

の
核
と
な

る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た(

59
)

︒

た
だ
し
︑
正
祖
は
壯
勇
營
に
お
い
て
も
﹁
兵
農
相
寓
﹂
を
基
本
と
し
︑
ソ
ウ
ル
と
水
原
の
周
邊
の
京
畿
の
諸
邑
に
﹁
	
軍
﹂
を
設
置
し
て
い

る
の
で(

60
)

︑
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
が
給
料
兵
に
切
り
替
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑
正
祖
が
l
く
な
る
と
再
び
外
戚
勢
力
が
權
力
を

握
り
︑
結
局
︑
壯
勇
營
そ
の
も
の
も
解
體
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た(61

)

︒

禹
禎
圭
や
李
�
國
は
	
軍
の
番
上
を
や
め
て
給
料
兵
の
長
征
の
制
度
に
切
り
替
え
る
べ
き
だ
と
�
張
し
て
い
た
が
︑
實
の
と
こ
ろ
︑
�
饉
な

ど
の
際
に
は
し
ば
し
ば
	
軍
の
番
上
が
停
止
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
財
政
Ð
|
の
際
に
も
そ
の
經
費
を
捻
出
す
る
た
め
に
	
軍
の
番
上
を
停
止
し

て
代
わ
り
に
免
役
布
の
)
取
を
行
っ
て
い
た(62

)

︒
た
と
え
ば
︑
正
祖
�
の
華
城
«
營
に
際
し
て
も
︑
そ
の
經
費
捻
出
の
た
め
に
	
軍
の
番
上
を
停

止
し
︑
代
わ
り
に
免
役
布
の
)
取
が
行
わ
れ
て
い
る(63

)

︒
そ
う
し
て
そ
の
缺
は
︑
h
例
︑
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
が
補
っ
て
い
た
か
ら
︑
實
質
�
に

は
す
で
に
﹁
長
征
﹂
へ
の
切
り
替
え
が
@
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
�
方
の
	
軍
を
ソ
ウ
ル
の
§
民
た
ち
か
ら
な
る
召
募
兵
に
置
き
奄
え
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
軍
K
の
精
銳
J
が
@
む
か
ど
う
か
は
必

ず
し
も
保
證
の
限
り
で
は
な
い
︒
ソ
ウ
ル
の
§
民
た
ち
も
ま
た
︑
軍
役
を
忌
7
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
�
方
の
	
軍
た
ち
と
同
樣
で
あ
り
︑
結

局
︑
召
募
に
應
じ
る
の
は
都
會
の
無
賴
・
ご
ろ
つ
き

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
油
滑
﹂︑﹁
無
賴
﹂
の
類

︱
︱

に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
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四

京
軍
の
實
態

�
鮮
後
�
に
お
け
る
軍
門
の
兵
士
た
ち
︑
と
り
わ
け
訓
鍊
都
監
に
代
表
さ
れ
る
長
征

(長
番
)

の
給
料
兵
た
ち
は
︑
戚
繼
光
が
﹁
油
滑
︑
用

い
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
論
じ
た
﹁
市
井
無
賴
﹂
の
人
々
が
そ
の
大
�
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た(64

)

︒

と
は
い
え
軍
兵
と
し
て
の
敎
練
さ
え
行
き
屆
い
て
い
れ
ば
︑
た
と
え
﹁
油
滑
﹂
で
あ
っ
て
も
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
每
�
二

囘
を
原
則
と
す
る
三
軍
門
の

陣

(二
�
・
三
�
・
四
�
と
八
�
・
九
�
・
十
�
の
軍
事
敎
練
︒
た
だ
し
正
�
・
五
�
は
一
囘
︒
六
�
・
七
�
・
十
一
�
・
十

二
�
は
隆
冬
・
盛
暑
を
理
由
に
中
止
︒
雨
±
の
際
も
中
止
)

は(65
)

︑
軍
門
の
大
將

(總
司
令
官
)

ま
た
は
都
提
O

(總
監
督
)

の
個
人
�
な
都
合
に
よ
っ
て

し
ば
し
ば
中
止
さ
れ(

66
)

︑
ま
た
�
饉
等
を
理
由
と
し
て
軍
兵
の
 
擔
を
輕
減
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
中
止
さ
れ
た(67

)

︒
+
す
る
に
︑
軍
兵
と
し
て
の

敎
練
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
た
め
各
軍
門
の
給
料
兵
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
無
駄
飯
食
ら
い
の
﹁
冗
兵
﹂
と
み
な
す
議
論
が
跡
を
絕
た
な
か
っ
た
︒
以
下
︑
訓
鍊
都

監
の
_
手

(鐵
_
K
)

を
は
じ
め
と
し
て
︑
各
軍
門
の
標
下
兵
︑
C
び
牙
兵
の
順
に
そ
の
實
態
を
伺
う
こ
と
に
し
よ
う
︒

(
a
)
訓
局
�
手

訓
鍊
都
監
の
陞
戶
_
手
の
軍
額
が
�
第
に
減
少
し
て
い
っ
た
こ
と
は
す
で
に
檢
討
し
た
が
︑
こ
れ
は
 
に
言
う
と
︑
訓
局
の
兵
士
が
地
方
出

身
の
陞
戶
で
は
な
く
︑
た
い
て
い
﹁
油
滑
﹂
の
類
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
當
然
︑
そ
の
#
質
は
低
下
し
て
い
く

一
方
で
あ
っ
た
︒

〔
	
軍
で
あ
る
︺
御
營
軍
は
︑
	
村
に
あ
っ
て
︹
農
作
業
で
︺
勞
働
に
慣
れ
て
お
り
ま
す
が
︑︹
京
軍
で
あ
る
︺
_
手
は
︑︹
都
會
の
︺
家
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で
ぬ
く
ぬ
く
と
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
︒
こ
の
た
め
︑
私
が
目
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
︑︹
王
の
︺
溫
泉
行
幸
の
際
に
︑
御
營
軍
は
し
っ
か
り

と
行
軍
し
て
お
り
ま
し
た
が
︑
b
中
で
︹
疲
]
し
て
︺
倒
れ
た
も
の
は
︑
す
べ
て
訓
局

(訓
鍊
都
監
)

の
軍
兵
で
し
た(68

)

︒

右
は
肅
宗
七
年

(一
六
八
一
)

に
お
け
る
宋
時
烈

(西
人
)

の
言
︒
�
鮮
を
代
表
す
る
儒
學
者
で
あ
る
宋
時
烈
は
︑
い
わ
ゆ
る
兵
農
一
致
の
理

想
に
基
づ
い
て
︑
長
番
の
給
料
兵
で
あ
る
京
軍

(訓
局
_
手
)

を
"
減
し
︑
そ
の
分
を
	
軍

(御
營
軍
)

の
番
上
兵
に
よ
っ
て
置
き
奄
え
る
こ
と

を
�
張
し
て
い
た
︒

ソ
ウ
ル
の
宿
衞
兵
と
し
て
は
︑
訓
鍊
都
監
の
兵
數
千
人
が
存
在
し
ま
す
が
︑
4
ご
ろ
は
軍
政
が
V
ん
で
お
り
︑
死
l
そ
の
他
の
事
故
で
缺

員
が
生
じ
て
も
︑
多
く
の
場
合
は
京
中
の
無
賴
・
ご
ろ
つ
き
の
類

(游
惰
之
類
)

を
召
募
し
て
い
い
加
減
に
補
閏
し
て
お
り
ま
す
︒
古
來
︑

兵
を
論
じ
る
も
の
は
︑
も
っ
と
も
市
中
の
人

(市
人
)

を
�
い
︑﹁
ず
る
が
し
こ
く
て
役
に
立
た
な
い

(油
滑
不
可
用
)
﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
︒

ま
こ
と
に
憂
う
べ
き
こ
と
で
す(69

)

︒

右
は
肅
宗
二
十
三
年

(一
六
九
七
)

に
お
け
る
南
九
萬

(少
論
)

の
T
見
︒﹁
油
滑
用
い
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
戚
繼
光
﹃
紀
效
怨

書
﹄
の
�
を
踏
ま
え
た
も
の
︒

訓
鍊
都
監
の
軍
兵
は
︑
多
く
は
市
井
の
U
惰
の
輩
で
︑
�
段
か
ら
´
食
安
坐
し
て
い
る
た
め
︑
あ
る
い
は
陵
幸
に
際
し
て
十
韓
里

(
µ
四

㎞
)

ほ
ど
行
軍
し
た
だ
け
で
︑
す
ぐ
に
倒
れ
て
し
ま
う
體
た
ら
く
︒
¶
に
·
心
に
堪
え
ま
せ
ん(70

)

︒
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右
は
肅
宗
二
十
九
年

(一
七
〇
三
)

に
お
け
る
李
寅
燁
の
言
︒
お
そ
ら
く
は
上
営
の
宋
時
烈
の
發
言
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
と

き
の
改
革
案
で
は
︑
禁
衞
營
を
廢
止
し
て
そ
の
軍
兵
を
訓
鍊
都
監
に
�
置
奄
え
し
︑
訓
鍊
都
監
の
長
番
の
給
料
兵
を
漸
@
�
に
	
軍
の
番
上
制

に
置
き
奄
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
結
局
は
う
ま
く
ゆ
か
ず
に
︑
ま
も
な
く
禁
衞
營
が
復
活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

訓
鍊
都
監
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
︑
す
で
に
百
餘
年
に
も
な
り
ま
す
が
︑
4
年
で
は
法
制
も
弛
V
し
︑
老
い
ぼ
れ
兵
が
淘
汰
さ
れ
て
い
な
い

う
え
に
︑
幼
い
子
供
ま
で
が
兵
役
に
閏
當
さ
れ
て
お
り
︑
壯
年
の
者
は
︑
た
い
て
い
﹁
市
井
閑
U
﹂
の
輩
︒
兵
家
の
い
わ
ゆ
る
﹁
油
滑
﹂

と
は
︑
ま
さ
し
く
こ
の
連
中
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
︒
こ
の
う
え
も
な
く
重
+
な
訓
鍊
都
監
は
︑
U
民
の
世﹅

襲﹅

の
生
業
と
な
り
︑
練
兵

も
行
わ
れ
な
い
ま
ま
に
︑
無
駄
な
經
費
ば
か
り
が
費
や
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒
(再
揭

(71
)

)

右
は
す
で
に
第
一
違
で
引
用
し
た
肅
宗
三
十
四
年

(一
七
〇
八
)

の
李
[
の
言
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
油
滑
﹂
の
輩
が
︑
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
と

な
っ
て
︑
そ
れ
を
世
襲
�
に
生
業

な
り
わ
い

と
し
て
い
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
當
時
の
儒
敎
官
僚
た
ち
は
︑
訓
鍊
都
監
の
給
料
兵
に
對
し
て
は
︑
槪
し
て
そ
の
º
點
が
辛
い
︒

我
が
國
で
は
p
和
が
百
年
も
續
い
て
お
り
︑
京
軍
は
も
と
よ
り
﹁
油
滑
﹂
で
あ
る(72

)

︒

右
は
英
祖
�
の
李
麟
佐
の
亂
に
お
い
て
︑﹁
京
軍
﹂
を
»
い
て
¼
亂
軍
の
討
伐
に
向
か
っ
た
都
½
撫
�
の
吳
命
恒

(少
論
)

の
言
︒
彼
は
軍

紀
を
嚴
し
く
す
る
と
︑﹁
油
滑
﹂
の
京
軍
が
か
え
っ
て
離
反
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
︒
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(
b
)
標
下
兵

標
下
兵
と
は
各
軍
門
に
お
け
る
﹁
大
將
以
下
各
將
官
の
手
兵
﹂
の
こ
と

(
�
鮮
總
督
府
刊
﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
九
〇
一
頁
)
︒
そ
の
兵
數
は
︑﹃
增
補

�
獻
備
考
﹄
兵
考
に
よ
れ
ば
︑
訓
鍊
都
監
が
一
千
一
百
二
十
︑
御
營
廳
が
七
百
八
十
三
︑
禁
衞
營
が
一
千
一
百
七
十
七
︑
守
禦
廳
が
一
千
三
百

二
十
︑
摠
戎
廳
が
八
百
五
十
二
︑
等
と
な
っ
て
い
る(73

)

︒
標
下
兵
に
は
︑
具
體
�
に
は
牢
子(74

)

︑
½
令
手
︑
吹
鼓
手
︑
大
旗
手
︑
塘
報
手(75

)

︑
燈
籠
軍
︑

帳
幕
軍
な
ど
の
名
目
が
あ
り(

76
)

︑
;
せ
て
﹁
七
色
標
下
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
が(77

)

︑
そ
の
名
稱
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
︑
こ
れ
ら
は
戰
À
兵
と
い

う
よ
り
︑
儀
仗
兵
な
い
し
雜
役
軍
に
す
ぎ
な
い
︒
し
か
も
︑
そ
の
多
く
は
﹁
市
井
無
賴
﹂
の
召
募
に
よ
っ
て
閏
て
ら
れ
て
お
り(78

)

︑
と
り
わ
け
守

禦
廳
や
摠
戎
廳
の
﹁
京
標
下
﹂
︱
︱
在
京
の
標
下
兵
︱
︱

に
つ
い
て
は
︑﹁
事
な
く
し
て
食

(無
事
而
食
)
﹂
す
る
も
の
と
言
わ
れ
︑
い
わ
ゆ

る
﹁
冗
兵
﹂
の
代
表
と
み
な
さ
れ
て
い
た(79

)

︒

守
禦
廳
や
摠
戎
廳
は
︑
本
來
︑
南
漢
山
城
や
北
漢
山
城
を
守
備
す
る
こ
と
を
�
命
と
す
る
﹁
外
軍
門
﹂
で
あ
る
が(80

)

︑
そ
の
司
令
官
た
ち
は
︑

p
時
は
ソ
ウ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
︒
そ
う
し
て
︑
そ
の
彼
ら
に
隨
從
す
る
京
標
下
は
︑
本
來
守
備
す
べ
き
山
城
を
離
れ
て
い
る
た
め
︑
ほ
と
ん

ど
軍
兵
と
し
て
の
存
在
T
義
を
失
っ
て
い
た
が(81

)

︑
そ
の
點
で
は
他
の
三
軍
門

(訓
鍊
都
監
お
よ
び
禁
御
兩
營
)

の
標
下
兵
も
同
樣
で
あ
っ
た
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
標
下
兵
の
"
減
が
困
難
で
あ
っ
た
の
は
︑
彼
ら
が
國
家
の
財
政
荏
出
に
よ
っ
て
召
募
さ
れ
る
給
料
兵

(傭
兵
)

で
あ
り
︑

そ
の
給
料
の
一
部
は
軍
司
令
官
た
ち
の
懷
を
肥
や
す
た
め
の
財
源
と
も
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う(82

)

︒

ち
な
み
に
︑
各
軍
門
に
は
卜
馬
軍
や
細
樂
手
な
ど
も
�
置
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
う
ち
︑
卜
馬
軍

(卜
の
訓
は
짐

(83
)

)

は
荷
馬

(駄
馬
)

の
飼
育
と

供
出
を
擔
う
が
︑
直
接
戰
À
に
從
事
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
細
樂
手
は
一
種
の
軍
樂
K
で
あ
る
が(84

)

︑
こ
れ
も
軍
司
令
官
た
ち
の
威
儀
を
Ã
る
だ

け
で
︑
戰
À
兵
と
し
て
ほ
と
ん
ど
T
味
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
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(
c
)
牙
兵

各
軍
門
の
軍
司
令
官
た
ち
が
標
下
兵
を
�
し
て
い
た
よ
う
に
︑
各
b
の
民
政
と
兵
政
と
を
瓜
括
す
る
觀
察
�

(監
司
)

も
ま
た
直
屬
の
軍
兵

で
あ
る
﹁
牙
兵
﹂
を
�
し
て
い
た(

85
)

︒
し
か
し
︑
そ
の
實
態
は
﹁
�
名
無
實
﹂
で
︑
英
祖
�
に
は
ほ
と
ん
ど
軍
事
敎
練
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
い
う(

86
)

︒

一
方
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
外
軍
門
﹂
と
し
て
南
漢
山
城
の
守
備
を
掌
る
守
禦
廳
と
︑
北
漢
山
城
の
守
備
を
掌
る
摠
戎
廳
と
に
お
い
て
も
︑
そ
の
軍

司
令
官
た
ち
は
管
{
す
る
	
軍
の
一
部
を
﹁
牙
兵
﹂
と
し
て
�
役
し
て
い
た(87

)

︒

軍
司
令
官
た
ち
は
︑
p
時
に
お
い
て
は
例
と
し
て
ソ
ウ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
牙
兵
も
ソ
ウ
ル
に
番
上
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の

う
ち
實
際
に
ソ
ウ
ル
に
番
上
す
る
も
の
以
外
は
︑
た
い
て
い
除
番
米

(
免
役
米
)

や
保
米

(軍
役
補
助
米
)

を
供
出
す
る
だ
け
で(88

)

︑
戰
À
兵
と
し

て
の
存
在
T
義
は
ほ
と
ん
ど
形
骸
J
し
て
い
る
︒

�
陵
に
際
し
て
棺
を
擔
ぐ
轝
士
軍
は
︑
京
中
よ
り
一
戶
ご
と
に
一
名
を
)
用
す
る
こ
と
と
し
︑
王
の
裁
可
を
得
た
︒
そ
の
後
︑
京
中
の
民

戶
だ
け
で
は
足
り
ず
︑
摠
戎
・
守
禦
兩
廳
の
牙﹅

兵﹅

三
千
餘
名
を
)
用
す
る
こ
と
と
し
た(89

)

︒

右
は
顯
宗
十
四
年

(一
六
七
三
)

に
孝
宗
の
陵
墓

(
寧
陵
)

を
�
し
た
と
き
︑
摠
戎
�
・
守
禦
�
の
手
兵
と
し
て
の
﹁
牙
兵
﹂
に
靈
輿
の
擔
ぎ

手
を
命
じ
た
も
の
︒

五
衞
の
制
度
が
>
壞
し
た
今
日
に
お
い
て
戰
À
に
耐
え
る
兵
卒
と
い
え
ば
︑
た
だ
︑︹
京
軍
で
あ
る
︺
御
營
廳
と
精
抄
・
別
K
の
戶
首

(後
の
御
營
廳
・
禁
衞
營
)
︑
お
よ
び
訓
鍊
都
監
の
_
手
︑
合
計
三
萬
餘
人
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
り
︑︹
	
軍
で
あ
る
︺
束
伍
軍
二
十
餘
萬
と
︑
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摠
戎
廳
・
守
禦
廳
の
牙﹅

兵﹅

︑
お
よ
び
各
b
の
怨
�
の
二
萬
餘
人
は
︑
み
な
地
方
に
お
い
て
�
拔
さ
れ
た
ば
か
り
で
︑
い
ま
だ
に
敎
練
さ
れ

て
お
ら
ず
︑
い
ざ
と
い
う
と
き
の
賴
り
に
は
な
ら
な
い(90

)

︒

右
は
肅
宗
七
年

(一
六
八
一
)

に
お
け
る
兵
曹
參
!
の
李
師
命
の
言
︒
摠
戎
廳
・
守
禦
廳
の
牙
兵
は
地
方
に
居
§
す
る
﹁
外
軍

(
	
軍
)
﹂
で

あ
る
が
︑
訓
鍊
都
監
�
屬
の
	
軍
で
あ
る
﹁
束
伍
軍(91

)

﹂
と
同
樣
︑
そ
の
敎
鍊
は
決
し
て
閏
分
と
は
言
え
な
か
っ
た
︒

守
禦
廳
・
摠
戎
廳
に
お
い
て
は
︑
た
だ
牙﹅

兵﹅

の
名
目
を
設
け
て
私﹅

賤﹅

を
以
て
こ
れ
に
閏
て
︑
4
畿
に
�
置
し
て
保
米
を
)
收
し
︑
そ
う
し

て
立
番
の
將
校
た
ち
は
こ
の
保
米
を
以
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
牙﹅

兵﹅

は
た
だ
名
目
を
存
す
る
だ
け
で
︑
い
ざ
と
い
う
時
の

役
に
は
立
た
な
い(

92
)

︒

右
は
正
祖
�
に
お
け
る
禹
禎
圭
の
言

(﹃
經
濟
野
言
﹄
軍
制
變
h
之
策
)
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
こ
の
頃
の
守
摠
兩
廳
の
﹁
牙
兵
﹂
は
ほ
と
ん
ど
が

私
賤

(私
奴
)

で
あ
り
︑
し
か
も
收
布
軍
・
收
米
軍
と
J
し
て
︑
單
に
將
校
た
ち
の
生
計
を
維
持
す
る
た
め
の
財
源
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い(

93
)

︒

こ
の
ほ
か
︑
諸
軍
門
に
は
屯
田
の
Å
作
を
擔
う
﹁
屯
牙
兵
﹂
も
設
置
さ
れ
︑
特
に
均
役
法
の
施
行
以
後
の
收
入
の
不
足
を
補
塡
す
る
た
め
に

そ
の
數
が
增
加
し
て
い
た
が(

94
)

︑
こ
れ
ら
は
も
と
よ
り
﹁
L
米
の
軍

(
L
米
之
軍
)
﹂
に
す
ぎ
な
い(95

)

︒

牙
兵
は
本
來
︑
軍
司
令
官
た
ち
の
﹁
親
兵
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
親
牙
兵
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が(96

)

︑
そ
の
名
稱
か
ら
連
想
さ
れ
る
よ
う

な
戰
À
兵
と
し
て
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
た
︒
�
鮮
後
�
に
お
け
る
牙
兵
は
︑
他
に
身
役
を
持
た
な
い
良
民
身
分
の
﹁
閑
丁
﹂
の
不

足
か
ら
︑
た
い
て
い
は
﹁
私
賤

(私
奴
)
﹂
が
こ
れ
に
閏
當
さ
れ
︑
そ
の
#
質
は
著
し
く
低
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

�鮮後�の京軍と	軍
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お

わ

り

に

�
鮮
時
代
の
儒
學
者
た
ち
は
︑
大
抵
﹁
兵
農
一
致
﹂
の
井
田
法
を
理
想
と
し
︑﹁
兵
を
農
に
寓
す
る
﹂

古
い
に
し
え

の
制
度
に
復
歸
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
た
︒

古
者

い
に
し
え

︑
修
身
と
取
才
と
︑
卹
民
と
養
兵
と
︑
皆
こ
れ
一
事
︒
今
は
Æ
に
分
か
れ
て
四
と
爲
る(97

)

︒

右
は
�
鮮
の
儒
學
者
た
ち
が
Ç
崇
し
て
や
ま
な
い
朱
子
の
言
葉
︒
一
體
︑
兵
農
分
離
の
も
と
に
お
い
て
は
︑﹁
民
﹂
と
﹁
兵
﹂
と
の
利
&
は

必
然
�
に
相
反
す
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
�
鮮
時
代
の
儒
學
者
た
ち
は
﹁
卹
民

(恤
民
)
﹂
と
﹁
養
兵
﹂
と
が
矛
盾
な
く
合
致
す
る
井
田
法
下
の

﹁
兵
農
一
致
﹂
の
制
度
を
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
歷
2
の
趨
勢
は
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
�
鮮
後
�
に
お
い
て
は
大
同
法
の
施
行
に
よ
り
︑
各
種
の
貢
物
が
政
府

の
指
定
す
る
貢
人

(貢
L
N
 
業
者
)

を
h
し
て
﹁
市
場
﹂
か
ら
O
P
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
と
同
樣
に
︑
軍
制
に
お
い
て
も
軍
兵
は
一
種
の

﹁
市
場
﹂
か
ら
O
P
さ
れ
︑
か
く
し
て
4
世
社
會
に
一
般
�
に
み
ら
れ
る
一
種
の
﹁
兵
農
分
離
﹂
が
@
行
し
て
い
っ
た
︒
そ
の
趨
勢
は
蘇
軾
の

い
う
と
お
り
︑﹁
F
人
が
再
び
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
た
と
し
て
も
︑
も
は
や
變
G
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
の
で
あ
る(98

)

︒

な
ら
ば
︑
兵
農
の
分
離
を
一
層
推
し
@
め
て
4
代
�
な
﹁
富
國
强
兵
﹂
に
努
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
は
一
般
の
民
衆
に

È
重
な
財
政
 
擔
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
も
な
る
︒
王
�
末
�
に
改
革
É
の
官
僚
た
ち
が
直
面
し
た
課
題
は
︑
ま
さ
し
く
こ
の
﹁
卹
民

(恤

民
)
﹂
と
﹁
養
兵
﹂
と
の
矛
盾
で
あ
っ
た
が(99

)

︑
農
村
經
濟
を
基
盤
と
す
る
9
4
代
の
�
鮮
社
會
に
お
い
て
は
︑
結
局
︑
こ
の
矛
盾
を
解
Ê
す
る

だ
け
の
怨
た
な
財
源

︱
︱
た
と
え
ば
鑛
業
や
海
外
貿
易
な
ど
︱
︱

を
開
拓
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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こ
の
よ
う
に
樣
々
な
限
界
は
あ
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
大
勢
と
し
て
は
訓
鍊
都
監
を
中
心
と
す
る
給
料
兵
の
制
度
が
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
︑
擴

大
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
�
鮮
後
�
の
﹁
4
世
﹂
と
し
て
の
特
色
を
�
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

【附
言
︼
本
稿
執
筆
の
T
圖
は
︑
も
と
も
と
高
麗
時
代
の
兵
制
に
關
す
る
李
基
白
氏
の
﹁
職
業
軍
人
﹂
說
を
批
!
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
李
基
白
氏
は
高
麗
時
代
の
兵
制
が
兵
農
一
致
の
﹁
府

兵
制
﹂
を
基
礎
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
︑﹁
軍
班
氏
族
﹂
を
基
礎
と
す
る
職
業
軍
人
が
そ
の
基
礎
を
擔
っ
た
と
�
張
さ
れ
た
(
100
)

︒
し
か
し
︑
�
鮮
時
代
後
�
に
至
っ
て
よ
う
や
く
緖

に
つ
い
た
﹁
兵
農
分
離
﹂
が
︑
高
麗
初
�
に
お
い
て
旣
に
P
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
︑
あ
ま
り
に
も
時
代
を
先
取
り
し
た
考
え
方
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
李
基
白
氏

の
學
說
に
對
す
る
筆
者
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
�
鮮
初
�
に
お
け
る
兵
制
の
改
革
︱
︱
特
に
﹁
甲
士
﹂
設
立
の
T
圖
と
そ
の
變
質
に
つ
い
て
(
101
)

﹂
の
附
論
に
お
い
て
も

言
C
し
て
い
る
︒
;
せ
て
參
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

1(1
)

『宣
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
三
︑
宣
祖
二
十
六
年
十
�
丙
戌
條

訓
鍊
都
監
提
O
Ò
曰
︑

﹁
訓
鍊
Ó
目
︑
其
載
﹃
紀
效
怨
書
﹄
者
︑
至
詳
至
密
︒
今
當
一
切
依
倣
爲
之
︒

⁝
⁝
﹂
傳
曰
︑﹁
此
T
至
當
︒
依
此
Ò
辭
︑
爲
之
︒﹂

『宣
祖
修
正
實
錄
﹄
卷
四
十
一
︑
宣
祖
四
十
年
五
�
條

豐
原
府
院
君
柳
成
龍

卒
︒
成
龍
︑
安
東
人
︑
號
西
厓
︒
⁝
⁝
成
龍
於
壬
辰
亂
後
円
議
︑
始
置
訓
鍊
都
監
︑

倣
戚
繼
光
﹃
紀
效
怨
書
﹄︑
抄
�
_
・
射
・
殺
三
手
︑
以
爲
軍
容
︑
修
繕
外
方
山

城
︑
修
鎭
管
法
︑
以
爲
備
禦
之
策
︒
成
龍
去
位
︑
皆
廢
不
行
︒
獨
訓
鍊
都
監
仍
存
︑

至
今
賴
之
︒

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
九
︑
顯
宗
五
年
八
�
甲
申
條

兵
曹
!
書
金
佐
�
︑
@
﹃
紀

效
怨
書
﹄︒﹃
紀
效
怨
書
﹄
者
︑
皇
�
名
將
戚
繼
光
之
�
著
也
︒
繼
光
於
嘉
靖
年
閒
︑

%
自
行
伍
︑
募
浙
閩
鄕
兵
︑
屢
殄
倭
寇
︒
以
其
練
兵
制
敵
之
方
︑
常
�
歷
試
而
取

�
者
︑
著
爲
一

︒
壬
辰
之
難
︑
故
相
臣
李
德
馨
︑
從
李
提
督
如
松
p
壤
之
戰
︑

觀
浙
兵
之
布
陣
用
技
︑
攻
城
鏖
Ø
之
狀
︑
因
詢
其
敎
練
訓

之
方
︑
Æ
得
是
書
︑

以
獻
于
�
︒
癸
巳
之
後
︑
首
設
訓
局
軍
兵
︒
其
制
置
之
法
︑
實
Ù
乎
此
︒
且
以
印

頒
於
國
中
︑
今
垂
七
十
年
︑
屢
經
變
亂
︑
散
逸
殆
盡
︒
佐
�
以
爲
︑﹁
是
書
眞
是

今
日
練
兵
制
敵
之
+
法
︑
而
中
外
大
小
將
領
之
人
︑
�
不
可
一
日
無
者
也
﹂︒
於

是
︑
印
出
若
干
件
︑
分
e
于
三
南
各
營
鎭
︑
而
以
粧
䌙
五
件
︑
上
駅
投
@
︑
以
備

睿
覽
︒
上
嘉
其
留
T
於
戎
務
︑
優
答
之
︒

(2
)

『紀
效
怨
書
﹄
(十
四
卷
本
)
卷
一
︑
束
伍

︑
原
�
兵

第
一
︑
不
可
用
城
市
油

滑
之
人
︒
但
看
面
目
光
白
︑
形
動
伶
E
者
是
也
︒
⁝
⁝
第
一
可
用
︑
只
是
	
野
老

實
之
人
︒
�
謂
	
野
老
實
之
人
者
︑
黑
大
粗
壯
辛
苦
︑
手
面
皮
肉
堅
實
︑
�
土
作

之
色
是
也
︒

(3
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
九
︑
正
祖
二
十
二
年
十
�
癸
卯
條

備
邊
司
Ú
Ò
曰
︑

﹁
⁝
⁝
城
市
之
油
滑
︑
不
C
於
鄕
野
之
老
實
︑
戚
氏
﹃
怨
書
﹄︑
已
�
�
論
︒

⁝
⁝
﹂

(4
)

『萬
機
+
覽
・
軍
政
0
﹄
校
訂
本

(一
九
三
八
︑
京
城
︑
�
鮮
總
督
府
中
樞
院
)︑

﹃
增
補
�
獻
備
考
﹄
影
印
本

(一
九
八
一
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
�
�
堂
)

(5
)

3
生
武
龜
﹁
�
鮮
軍
制
2
︑
附
警
察
制
度
2
﹂
(﹃
�
鮮
2
Û
座

(
分
類
2
)﹄
�

收
︑
一
九
二
三
～
二
四
年
︑
京
城
︑
�
鮮
2
學
會
)

(6
)

『韓
國
軍
制
2

(
4
世
�
鮮
後
�

)
﹄
陸
軍
士
官
學
校
韓
國
軍
事
硏
究
室

(一
九

七
七
年
︑
陸
軍
本
部
)
︒
車
�
燮
﹃
�
鮮
時
代
軍
制
硏
究
﹄
(
一
九
七
三
年
︑
ソ
ウ

�鮮後�の京軍と	軍
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ル
︑
檀
大
出
版
部
)︒
車
�
燮
﹃
�
鮮
時
代
軍
事
關
係
硏
究
﹄
(一
九
九
六
年
︑
ソ

ウ
ル
︑
檀
大
出
版
部
)︒
閔
賢
九
﹃
�
鮮
初
�
の
軍
事
制
度
と
政
治
﹄
(一
九
八
三

年
︑
ソ
ウ
ル
︑
韓
國
硏
究
院
)︒
李
泰
鎭
﹃
�
鮮
後
�
の
政
治
と
軍
營
制
變
�
﹄

(一
九
八
五
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
韓
國
硏
究
院
)︒
崔
孝
軾
﹃
�
鮮
後
�
軍
制
2
硏
究
﹄

(一
九
九
五
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
怨
書
苑
)︒
許
善
b
﹁
�
鮮
時
代
營
將
制
﹂
(﹃
韓
國
學

論
叢
﹄
第
十
四
輯
︑
一
九
九
一
年
︑
國
民
大
學
校
韓
國
學
硏
究
�
)︒

(7
)

『宋
2
﹄
卷
三
百
三
十
八
︑
蘇
軾
傳

軾
曰
︑﹁
法
相
因
則
事
易
成
︑
事
�
漸
則
民

不
驚
︒
三
代
之
法
︑
兵
農
爲
一
︒
至
秦
︑
始
分
爲
二
︒
C
A
中
葉
︑
盡
變
府
兵
爲

長
征
之
卒
︒
自
爾
以
來
︑
民
不
知
兵
︑
兵
不
知
農
︒
農
出
穀
帛
以
養
兵
︑
兵
出
性

命
以
衞
農
︒
天
下
E
之
︒
雖
F
人
復
%
︑
不
能
易
也
︒﹂

(8
)

『肅
宗
實
錄
補
闕
正
Ü
﹄
卷
十
九
︑
肅
宗
十
四
年
六
�
乙
卯
條

Ý
曹
!
書
朴
世

采
︑
上
辭
職
駅
︑
附
陳
册
子
︑
論
時
務
十
二
條
︒
⁝
⁝
周
室
比
閭
伍
兩
之
義
︑
尙

矣
︒
A
興
︑
始
爲
府
兵
︑
號
稱
善
法
︒
自
開
元
以
後
︑
其
制
漸
變
︑
重
以
藩
鎭
�

亂
︑
因
成
長
征
之
卒
︑
兵
農
Æ
分
︑
天
下
塗
炭
︒
⁝
⁝

(9
)

車
�
燮
﹁
宣
祖
�
の
訓
鍊
都
監
﹂
(﹃
�
鮮
時
代
軍
制
硏
究
﹄
�
收
︑
一
九
七
三
年
︑

ソ
ウ
ル
︑
檀
大
出
版
部
)︒

(10
)

『宣
祖
實
錄
﹄
卷
一
百
七
十
三
︑
宣
祖
三
十
七
年
四
�
丙
申
條

憲
府
Ò
曰
︑﹁
訓

鍊
都
監
︑
雖
是
亂
後
權
設
︑
非
�
夕
可
罷
︒
⁝
⁝
﹂

(11
)

金
玉
根
﹃
�
鮮
王
�
財
政
2
硏
究
︹
Ⅲ
︺﹄
(一
九
八
八
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮
閣
)︒

(12
)

『高
宗
實
錄
﹄
卷
八
︑
高
宗
八
年
五
�
二
十
五
日

(甲
寅
)
條

�
對
︒
領
議
政

金
炳
學
曰
︑﹁
⁝
⁝
在
昔
宣
�
癸
巳
︑
始
設
訓
鍊
都
監
︑
創
出
三
手
糧
︒
此
就
田

結
中
︑
稅
外
加
賦
也
︒
⁝
⁝
﹂

(13
)

『顯
宗
改
修
實
錄
﹄
卷
九
︑
顯
宗
四
年
十
�
戊
午
條

訓
局
卒
︑
坐
食
厚
廩
︑
皆

以
市
井
無
賴
者
︑
閏
其
伍
︒

(14
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
六
︑
肅
宗
三
十
四
年
正
�
丁
卯
條

校
理
李
[
上
駅
曰
︑

﹁
訓
局
之
設
︑
已
至
百
餘
年
︑
而
4
年
以
來
︑
法
度
解
弛
︑
老
羸
不
能
汰
︑
稚
à

亦
參
入
︒
丁
壯
者
︑
多
市
井
閑
U
之
輩
︑
兵
家
�
謂
油
滑
者
︑
正
指
此
也
︒
莫
重

軍
局
︑
E
爲
U
民
世
傳
之
業
矣
︒
勸
養
無
Ó
︑
糜
費
猥
濫
︒
⁝
⁝
﹂

(15
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
六
十
六
︑
英
祖
二
十
三
年
十
一
�
己
酉
條

左
議
政
趙
顯
命
上

箚
︑
略
曰
︑﹁
⁝
⁝
國
之
根
本
在
都
民
︑
而
都
民
生
業
︑
不
È
貢
物
與
市
廛
︒

⁝
⁝
亂
廛
則
各
軍
門
軍
卒
︑
勢
家
豪
奴
︑
挾
勢
橫
挐
︑
無
�
不
至
︒
扈
衞
三
廳
�

甚
︒
此
輩
無
尺
布
升
米
之
出
︑
而
自
願
投
入
者
︑
欲
藉
重
廳
號
之
Ç
嚴
︑
爲
恣
T

亂
廛
之
計
︒
此
若
不
禁
︑
則
廛
民
無
以
荏
堪
︒
若
一
切
嚴
禁
︑
則
此
輩
亦
無
以
#

生
︒
臣
T
扈
衞
軍
卒
之
創
設
未
久
︑
而
無
甚
緊
+
︑
不
可
不
革
罷
︒
亂
廛
者
︑
各

別
嚴
禁
︒
如
�
犯
者
︑
幷
令
�
將
而
論
以
不
檢
之
罪
爲
宜
︒
⁝
⁝
﹂

(16
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
七
︑
肅
宗
二
十
八
年
八
�
癸
未
條

領
議
政
徐
�
重
︑
陳

箚
辭
職
︑
�
@
別
單
︒
⁝
⁝
其
別
單
曰
︑﹁
⁝
⁝
且
都
監
式
年
_
手
︑
俱
戶
保
八

百
︑
每
三
年
︑
分
定
上
e
者
︑
�
以
代
定
元
戶
�
頉
之
額
︑
而
皆
備
軍
餉
︑
以
爲

軍
門
需
用
之
地
︒
或
停
或
減
︑
以
觀
9
頭
G
議
︑
亦
或
一
b
矣
︒
⁝
⁝
﹂

(17
)

『萬
機
+
覽
﹄
軍
政
0
︑
卷
二
︑
訓
鍊
都
監
︑
六
b
陞
戶

共
一
百
九
十
一
戶

﹇
宣
祖
癸
巳

(一
五
九
三
)︑
初
設
京
鄕
_
手
抄
定
之
法
︒
卽
陞
戶
也
︒
京
畿
二
十

五
戶
︑
關
東
二
十
戶
︑
海
西
三
十
戶
︑
湖
南
五
十
戶
︑
湖
西
四
十
戶
︑
嶺
南
三
十

戶
︑
松
都
五
戶
︑
京
三
十
戶
︒
諸
b
以
壯
永
實
戶
︑
准
五
式
良
丁
者
�
上
︑
以
閏

軍
額
︒
若
闕
額
多
︑
則
保
人
中
︑
加
定
別
陞
戶
︒
孝
宗
壬
辰
︑
罷
別
陞
戶
︒
顯
宗

丙
辰
︑
罷
京
束
伍
︒
肅
宗
甲
午
︑
罷
三
保
C
松
都
陞
戶
︒
正
宗
己
酉
︑
京
畿
二
十

戶
︑
移
屬
壯
勇
營
︑
而
其
中
四
戶
︑
以
壯
勇
營
屬
邑
權
減
︒
當
宁
壬
戌
︑
罷
壯
勇

營
︑
ã
屬
本
局
︑
權
減
者
仍
減
﹈
︒

『
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
一
百
十
六
︑
兵
考
八
︑
軍
門
︑
訓
鍊
都
監

陞
戶
︑
京

畿
二
十
五
︑
黃
海
b
三
十
︑
I
羅
b
五
十
︑
慶
尙
b
三
十
︑
忠
淸
b
四
十
︑
江
原

b
二
十
︒

(18
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
十
六
︑
正
祖
七
年
七
�
壬
辰
條

敎
曰
︑﹁
日
9
軫
念
畿
民
之
]
︑

禁
御
上
番
軍
︑
訓
局
抄
上
陞
戶
︑
皆
令
w
�
︒
今
聞
兩
湖
農
形
︑
未
得
雨
處
︑
無

衣
畿
甸
云
︒
在
�
家
一
視
之
政
︑
豈
可
或
施
或
否
︒
今
式
年
兩
湖
抄
上
陞
戶
︑
幷

待
�
秋
︑
�
上
︒
曾
聞
︑
一
人
抄
上
︑
#
e
之
需
︑
動
費
å
十
家
之
產
︒
~
�
徵

族
︑
貽
]
萬
端
︒
予
則
以
爲
︑
抄
上
w
�
之
政
︑
在
�
不
已
之
擧
︒
令
�
堂
行
會

各
該
b
監
兵
�
處
︒
嶺
南
年
事
︑
頗
�
登
稔
之
ç
云
︒
而
甫
經
瘡
痍
︑
理
宜
煦
濡
︒

東 方 學 報
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抄
上
陞
戶
︑
亦
依
三
b
例
︑
w
限
之
T
︑
一
體
分
付
︒﹂

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
九
︑
正
祖
二
十
二
年
十
�
壬
寅
條

è
日
縣
監
À
晚
錫
︑

應
旨
上
駅
曰
︑﹁
⁝
⁝
訓
局
陞
戶
抄
上
之
時
︑
#
裝
之
費
︑
一
名
�
入
︑
至
於
三

四
百
金
之
多
︑
而
其
�
措
辦
︑
各
邑
不
同
︒
或
徵
富
戶
︑
或
徵
族
屬
︑
或
斂
於
_

保
︑
或
斂
於
結
戶
︒
每
當
抄
上
︑
必
一
場
繹
騷
︑
冤
聲
藉
藉
︒
宜
自
京
營
募
勇
永
︑

以
補
軍
K
︑
永
罷
外
邑
抄
上
之
規
︒
⁝
⁝
﹂

(19
)

『御
定
洪
ë
靖
公
奏
藁
﹄
卷
二
十
八
︑
軍
旅
類
︑
軍
制
︑
訓
局

乙
酉

(英
祖
四

十
一
年
︑
一
七
六
五
)
夏
︑
訓
將
具
善
復
奏
曰
︑﹁
訓
局
陞
戶
︑
立
法
甚
重
︑
每

式
年
︑
各
b
抄
上
一
百
九
十
名
︑
蓋
爲
重
輦
下
親
兵
之
T
︒
而
本
局
將
校
︑
專
以

行
伍
陞
差
︑
則
抄
擇
之
b
︑
尤
當
自
別
︒
而
4
來
外
邑
︑
擧
行
懈
弛
︑
或
�
立
上

e
︑
閏
伍
之
後
︑
旋
卽
k
躱
︒
每
以
京
募
軍
閏
其
代
︒
軍
兵
之
壯
永
︑
r
不
如
一

邑
之
擇
一
人
者
矣
︒﹂
公
﹇
領
相
時
﹈
奏
曰
︑﹁
陞
戶
之
法
︑
4
漸
懈
弛
︑
當
爲
抄

擇
者
︑
»
多
富
實
︑
故
百
計
圖
免
︒
其
�
苟
閏
者
︑
I
是
殘
]
無
根
着
者
︒
宿
衞

之
疎
ì
︑
¶
爲
·
心
︒
將
臣
不
必
別
爲
陳
稟
︒
一
Ù
事
目
施
行
︒
不
勤
擧
行
之
一

二
守
令
︑
草
記
重
繩
︑
則
可
以
í
罪
而
革
]
矣
︒﹂
上
曰
︑﹁
可
︒﹂

(20
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
三
十
︑
純
祖
二
十
九
年
十
二
�
庚
午
條

訓
鍊
大
將
趙
萬
永
P

言
︑﹁
訓
局
陞
戶
抄
上
︑
法
T
至
嚴
且
重
︒
始
以
外
邑
頭
民
之
�
根
着
身
手
膂
力

者
︑
待
式
年
點
上
︑
以
補
輦
下
親
兵
︒
蓋
倣
强
榦
à
映
之
T
也
︒
法
久
]
生
︑
4

來
則
如
値
抄
上
之
時
︑
則
稍
�
富
實
者
︑
行
賂
圖
免
︑
畢
悦
無
依
j
浪
破
落
戶
者
︑

利
其
#
錢
︑
自
募
而
來
︒
在
京
無
賴
之
輩
︑
夤
緣
下
�
︑
百
計
代
點
︒
點
立
無
å
︑

k
l
相
續
︒
烏
在
其
陞
戶
本
T
乎
︒
六
b
抄
上
之
處
︑
爲
三
百
邑
︒
邑
各
一
陞
戶

爲
式
︑
則
恒
留
不
下
三
百
名
矣
︒
如
�
闕
額
︑
不
待
式
年
︑
隨
闕
徵
代
︑
則
在
本

營
�
陞
戶
之
名
︑
在
外
邑
祛
抄
上
之
]
︑
可
謂
兩
美
俱
存
︑
京
外
息
鬧
︒
如
當
式

年
︑
則
當
抄
上
之
邑
︑
依
9
抄
閏
陞
戶
案
︑
而
仍
留
本
邑
︑
倣
鄕
軍
除
番
收
布
例
︑

幷
保
代
錢
捧
上
︑
則
庶
補
接
濟
︒
N
下
詢
大
臣
處
之
︒﹂
左
議
政
李
相
璜
曰
︑﹁
如

是
則
京
營
・
外
邑
事
ò
︑
似
俱
E
矣
︒﹂
從
之
︒

(21
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
九
︑
正
祖
二
十
二
年
十
�
癸
卯
條

備
邊
司
Ú
Ò
曰
︑﹁
è

日
縣
監
À
晚
錫
上
駅
�
陳
六
]
︑
⁝
⁝
其
一
︑
訓
局
陞
戶
抄
上
︑
#
裝
�
]
事
︒

訓
局
陞
戶
︑
乃
是
輦
下
親
兵
︒
式
年
抄
上
︑
法
T
至
嚴
︒
城
市
之
油
滑
︑
不
C
於

鄕
野
之
老
實
︒
戚
氏
﹃
怨
書
﹄
︑
已
�
�
論
︒
其
在
鯵
軍
伍
︑
重
宿
衞
之
b
︑
決

不
可
以
些
少
民
邑
之
]
︑
遽
然
容
議
於
h
變
之
方
︒
置
之
︒﹂

(22
)

9
揭
é

(20
)
の
2
料
に
﹁
六
b
抄
上
之
處
︑
爲
三
百
邑
﹂
と
あ
る
︒

(23
)

『六
典
條
例
﹄
卷
八
︑
兵
典
︑
訓
鍊
都
監
︑
總
例

六
b
陞
戶
︑
共
一
百
九
十
一

戶
﹇
每
式
年
︑
抄
上
矣
︒
哲
宗
辛
酉

(十
二
年
︑
一
八
六
一
)︑
每
邑
只
存
一
名
︑

其
餘
捧
#
裝
錢
︑
以
補
軍
需
﹈︒

(24
)

9
揭
é

(17
)︑
C
び

(
23
)︑
參
照
︒

(25
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
十
六
︑
顯
宗
十
年
二
�
戊
辰
條

時
︑
都
監
軍
兵
︑
無
益
於
實

用
︑
而
徒
費
國
廩
︒
人
皆
�
尾
大
難
掉
之
憂
︒

(26
)

別
K
創
設
の
本
來
の
T
圖
は
︑
老
論
に
お
い
て
は
﹁
兵
農
一
致
﹂
へ
の
囘
歸
に

あ
っ
た
が
︑
南
人
勢
力
は
こ
れ
を
自
己
の
權
力
基
盤
と
し
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
北
伐
﹂

を
名
目
と
し
て
軍
備
の
擴
張
を
繼
續
し
よ
う
と
し
た
︒
李
泰
鎭
9
揭
書

(é
6
)︑

參
照
︒

(27
)

車
�
燮
﹁
禁
衞
營
硏
究
﹂
(﹃
�
鮮
時
代
軍
制
硏
究
﹄
�
收
︑
一
九
七
三
年
︑
ソ
ウ

ル
︑
檀
大
出
版
部
)︒

(28
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
三
︑
肅
宗
八
年
四
�
甲
辰
條

引
見
大
臣
・
備
局
諸
臣
︒

⁝
⁝
左
議
政
閔
鼎
重
曰
︑﹁
訓
局
軍
兵
︑
徒
費
廩
料
︑
與
市
人
無
別
︑
不
可
爲
V

ô
之
用
︒
故
先
王
爲
此
之
慮
︑
設
立
訓
局
別
K
︑
欲
爲
漸
�
加
數
︑
上
下
輪
番
︑

一
如
御
營
軍
之
制
︑
罷
其
元
軍
︑
以
省
餉
食
之
]
︑
而
未
C
變
h
矣
︒
若
以
精

抄
・
別
K
︑
合
爲
一
軍
︑
則
訓
局
軍
制
︑
r
無
變
h
之
ç
︒
豈
不
與
先
�
本
T
︑

大
相
謬
乎
︒
此
一
不
E
也
︒
⁝
⁝
﹂

(29
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
七
︑
仁
祖
二
十
四
年
十
二
�
癸
酉
朔
條

命
以
精
抄
軍
︑

宿
衞
兩
宮
︒
先
是
︑
抄
出
上
番
軍
士
中
精
壯
者
︑
名
曰
精
抄
軍
︑
除
其
雜
役
︑
鍊


才
技
︑
以
爲
V
ô
之
用
︒
至
是
︑
命
於
精
抄
之
中
︑
印
抄
一
百
數
十
人
︑
�
在

大
殿
差
備
門
外
︑
�
在
世
子
宮
門
外
︑
而
�
中
�
掌
之
︑
日
敎
以
坐
作
擊
刺
之
法
︒

能
者
賞
以
酒
食
︒

(30
)

精
抄
軍
の
指
揮
は
︑
當
初
は
宦
官

(中
�
)
が
掌
っ
て
い
た

(
9
揭
é

(29
)
の

�鮮後�の京軍と	軍
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2
料
に
﹁
�
中
�
掌
之
﹂
と
あ
る
)︒
こ
れ
は
A
�
の
宦
官
が
北
衙
禁
軍
を
指
揮

し
て
い
た
こ
と
と
同
じ
で
︑
+
は
そ
れ
が
君
�
の
﹁
私
兵
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
︒

(31
)

『顯
宗
改
修
實
錄
﹄
卷
十
︑
顯
宗
四
年
十
一
�
戊
寅
條

精
抄
軍
︑
舊
以
騎
兵
中

抄
擇
︑
輪
直
於
闕
內
︑
�
百
餘
人
矣
︒
金
佐
�
爲
兵
曹
!
書
︑
加
至
數
百
︒
其
後

庚
戌
︑
兵
!
洪
重
�
円
議
︑
仍
舊
制
︑
廣
擇
騎
兵
戶
保
中
精
壯
者
︑
增
其
額
︑
至

四
千
四
百
八
十
人
︒
每
人
給
#
裝
保
一
人
︒
其
後
以
#
裝
保
︑
陞
戶
作
K
︑
印
增

至
八
千
九
百
六
十
人
︒
分
爲
八
番
︑
每
以
五
ò
︑
輪
囘
上
番
︑
�
其
保
L
米
︑
以

給
番
糧
︒
初
︑
置
都
提
O
︑
未
å
罷
之
︑
號
爲
精
抄
廳
︒
以
兵
曹
!
書
爲
大
將
︑

與
禁
軍
分
作
左
右
K
︑
每
�

操
︑
如
兩
局
之
制
︒
其
後
丁
巳
︑
因
大
臣
議
︑
去

精
抄
廳
之
號
︑
以
其
兵
ã
屬
兵
曹
︒
而
兵
額
C
他
規
制
︑
依
舊
︒

(32
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
十
七
︑
顯
宗
十
年
十
一
�
庚
寅
條

副
校
理
金
錫
胄
︑
上
駅
曰
︑

﹁
⁝
⁝
臣
伏
見
本
館
諸
臣
�
@
箚
本
中
︑
備
陳
怨
抄
別
K
之
事
︒
臣
N
復
得
以
申

言
之
︒
臣
聞
治
兵
之
b
︑
貴
乎
精
︑
而
不
貴
乎
ö
︒
E
乎
G
番
︑
而
不
E
乎
長
征
︑

則
日
者
訓
局
之
議
G
兵
制
者
︑
卽
務
精
之
策
也
︑
卽
G
番
之
法
也
︒
⁝
⁝
﹂

(33
)

『宋
書
拾
÷
﹄
卷
七
︑
雜
著
︑
幄
對
說
話

上

(孝
宗
)
曰
︑﹁
⁝
⁝
然
予
之
�
以

日
夜
勞
思
者
︑
則
惟
養
兵
事
也
︒
卿
9
言
︑
養
兵
養
民
︑
必
相
妨
︒
何
以
則
不
相

妨
耶
︒﹂
(宋
時
烈
)
對
曰
︑﹁
此
非
臣
之
言
︑
乃
朱
子
說
也
︒
臣
T
以
爲
︑
凡
係

財
力
者
︑
一
切
勿
爲
浪
用
︑
盡
歸
之
軍
需
︑
則
軍
需
漸
足
︒
印
行
保
伍
之
法
︑
�

民
丁
無
�
漏
失
︑
然
後
每
三
人
中
︑
擇
丁
壯
一
人
爲
兵
︑
以

弓
馬
之
藝
︑
而
餘

二
人
則
出
布
︑
以
養
其
一
兵
︑
如
今
御
營
軍
之
法
︑
則
以
兵
養
兵
︑
似
無
~
C
於

農
民
之
事
矣
︒
⁝
⁝
﹂﹂

(34
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
八
︑
仁
祖
十
一
年
七
�
丙
申
條

反
正
之
初
︑
抄
簽
公
私

賤
・
丁
壯
︑
作
一
K
︑
名
之
曰
御
營
軍
︑
復
戶
︑
除
雜
役
︑
人
爭
投
屬
︒
〇
﹃
顯

宗
改
修
實
錄
﹄
卷
二
十
二
︑
顯
宗
十
一
年
七
�
壬
戌
條

蓋
以
國
家
︑
í
麗
代
家

兵
之
禍
︑
祖
宗
�
數
百
年
︑
雖
當
國
權
奸
︑
未
嘗
假
以
兵
柄
矣
︒
仁
祖
反
正
︑
勳

臣
皆
是
武
臣
︑
且
値
邊
境
多
ì
︑
廣
聚
兵
衆
︑
各
立
門
戶
︑
各
專
旗
皷
︑
六
七
軍

門
︑
布
列
於
都
城
︒
宰
相
�
權
力
者
︑
以
不
得
一
軍
門
爲
恥
︑
居
家
而
瓜
»
兵
戎
︑

盡
復
家
兵
之
舊
︒
 
Ó
由
是
而
ú
%
︑
如
沈
器
�
・
金
自
點
之
類
︑
可
見
也
︒
此

固
爲
衣
日
l
國
之
欛
柄
︑
而
至
於
殖
貨
括
丁
︑
屯
田
縮
稅
︑
�
國
力
日
困
︑
國
勢

日
蹙
︑
民
怨
ü
興
︑
積
]
滋
%
︑
國
不
可
爲
︑
而
民
不
見
保
者
︑
皆
諸
軍
門
之
故

也
︒
可
�
痛
哉
︒

(35
)

『仁
祖
實
錄
﹄
卷
一
︑
仁
祖
元
年
三
�
丙
午
條

上
御
西
別
堂
︑
引
見
金
瑬
・
李

貴
・
沈
器
�
・
崔
鳴
吉
・
金
自
點
・
金
慶
徵
︑
曰
︑
﹁
今
日
之
事
︑
專
賴
兩
大
將

C
公
等
之
力
︒
予
甚
嘉
歎
︒
奮
發
忠
義
︑
忘
身
徇
國
之
士
︑
千
載
一
二
人
而
已
︒

豈
如
今
日
之
多
乎
︒﹂
鳴
吉
對
曰
︑﹁
此
乃
天
命
�
屬
︑
而
祖
宗
之
�
默
佑
︒
臣
等

何
力
之
�
︒
且
在
外
之
人
︑
初
不
知
擧
義
與
否
︑
故
危
疑
之
際
︑
不
可
無
備
︒
今

則
人
心
已
定
︑
G
無
可
憂
︒
扈
衞
諸
軍
︑
宜
皆
罷
ý
︒﹂
上
曰
︑
﹁
未
行
犒
賞
︑
故

時
未
罷
ý
︒
其
�
功
勞
者
︑
þ
爲
詳
査
︑
可
矣
︒﹂
器
�
曰
︑﹁
市
民
之
募
得
者
︑

何
以
處
之
︒﹂
鳴
吉
曰
︑
﹁
臣
T
市
民
之
無
賴
者
︑
利
其
掠
奪
財
物
而
應
募
︑
無
益

而
�
&
︑
宜
罷
之
︒﹂
瑬
曰
︑
﹁
市
井
之
民
︑
爭
來
應
募
者
︑
豈
�
他
故
︒
只
喜
乘

馬
馳
突
︑
奪
人
之
財
耳
︒
昨
日
犯
法
者
︑
皆
怨
募
之
人
︒
益
驗
其
�
&
矣
︒﹂
貴

曰
︑﹁
二
人
之
言
︑
皆
是
︒
但
爲
人
輒
沮
之
︒
從
此
奉
身
而
w
矣
︒﹂

(36
)

9
揭
é

(34
)︑
參
照
︒

(37
)

『續
大
典
﹄
兵
典
︑
軍
營
衙
門

御
營
廳
﹇
仁
祖
�
甲
子
︑
始
置
御
營
�
︒
孝
�

�
壬
辰
︑
始
設
軍
營
︒
肅
�
�
丙
戌
︑
改
以
一
營
五
部
之
制
︒
〇
駕
9
別
抄
武
士
︑

依
駕
後
禁
軍
例
︑
久
勤
O
用
︒﹈
〇
﹃
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
一
百
九
︑
兵
考
一
︑

軍
門
︑
御
營
廳

仁
祖
二
年
︑
始
置
御
營
廳
︒

(38
)

崔
孝
軾
﹃
�
鮮
後
�
軍
制
2
硏
究
﹄
(一
九
九
五
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
怨
書
苑
)︑
特
に

第
二
違
﹁
御
營
廳
﹂︑
參
照
︒

(39
)

車
�
燮
﹁
禁
衞
營
硏
究
﹂
(﹃
�
鮮
時
代
軍
制
硏
究
﹄
�
收
︑
一
九
七
三
年
︑
ソ
ウ

ル
︑
檀
大
出
版
部
)︒

『東
2
年
表
﹄
(魚
允
0
�
)
肅
宗
八
年
條

合
精
抄
廳
︑
C
訓
局
別
K
軍
︑
設

禁
衞
營
︒

『萬
機
+
覽
﹄
軍
政
0
三
︑
禁
衞
營
︑
設
置
沿
革

肅
宗
壬
戌
︑
!
書
金
錫
胄

�
訓
將
︑
先
減
訓
局
軍
摠
︑
改
定
部
司
︑
以
省
糧
餉
︒
抽
出
中
部
別
K
與
精
抄
軍
︑

東 方 學 報
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合
設
爲
一
百
三
十
六
ò
︑
分
作
十
三
番
︑
號
爲
禁
衞
營
︑
置
都
提
O
﹇
議
政
中
爲

之
﹈︒
大
將
﹇
兵
曹
!
書
仍
�
﹈︒
�
提
O
﹇
以
他
官
�
︒
○
初
以
大
將
劇
務
也
︑

兵
財
難
付
一
人
︑
別
設
提
O
︒
丁
卯
︑
因
大
臣
議
︑
減
提
O
︑
令
兵
!
�
管
﹈︒

與
訓
局
・
御
營
︑
爲
三
軍
門
︒

(40
)

『御
定
洪
ë
靖
公
奏
藁
﹄
卷
二
十
八
︑
軍
旅
類
︑
軍
制
︑
禁
衞
營

辛
巳
秋
︑
李

違
吾
奏
曰
︑﹁
上
番
	
軍
︑
烟
戶
雜
役
︑
勿
~
事
︑
特
敎
非

(至
)︹
止
︺
一
再
︑

而
各
邑
守
令
︑
r
不
奉
行
︑
至
於
將
不
得
奠
居
之
境
︑
事
極
駭
然
︒
G
加
嚴
飭
︑

爲
好
矣
︒﹂
小
�
曰
︑﹁
大
臣
陳
之
︒﹂
公
﹇
右
相
時
﹈
對
曰
︑﹁
民
�
三
役
︒
�
身

而
�
身
役
之
布
︑
�
田
而
�
結
役
之
布
︑
�
戶
而
�
戶
役
之
L
︒
戶
役
︑
卽
烟
戶

雜
役
也
︒
禁
御
兩
營
正
軍
︑
則
輪
囘
宿
衞
︑
與
他
�
常
身
役
者
�
衣
︑
故
自
�
家
︑

特
許
蠲
免
其
戶
役
︑
以
示
優
恤
之
T
︒
而
4
來
守
令
︑
I
不
畏
法
︑
閒
�
橫
~
之

患
︒
此
而
不
禁
︑
則
上
番
之
卒
︑
無
以
荏
保
︒
其
爲
深
慮
︑
不
特
�
令
之
不
行
︒

此
後
印
復
如
此
︑
則
自
該
營
︑
另
加
詳
察
︑
卽
爲
草
記
論
罪
事
︑
申
飭
好
矣
︒﹂

小
�
曰
︑﹁
依
大
臣
�
P
︑
擧
行
焉
︒﹂

(41
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
四
︑
正
祖
二
十
年
三
�
戊
辰
條

訓
鍊
大
將
李
�
國
上
駅

曰
︑﹁
⁝
⁝
伏
念
禁
御
兩
營
上
番
之
法
︑
一
以
爲
守
禦
之
b
︑
一
以
爲
敎
鍊
之
方
︒

當
初
設
施
︑
非
不
美
也
︒
而
上
番
之
規
︑
五
年
爲
一
�
︑
C
其
替
番
︑
不
È
二
朔
︑

則
其
�
操
鍊
者
︑
殆
同
十
·
一
曝
︒
坐
作
@
w
︑
隨
人
頤
�
︑
指
揮
號
令
︑
仰
人

口
吻
︑
則
安
在
其
敎
鍊
之
法
T
也
︒
且
況
�
來
之
際
︑
徒
費
糧
#
︑
廢
農
棄
業
︒

鄕
軍
上
番
之
]
︑
�
如
是
矣
︒
⁝
⁝
﹂

(42
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
三
︑
純
祖
二
十
一
年
五
�
甲
戌
條

�
對
︒
⁝
⁝
戶
曹
!

書
朴
崙
壽
Ò
言
︑﹁
國
恤
時
︑
臣
曹
應
用
三
十
餘
萬
兩
︑
外
此
︑
大
事
稠
疊
︑
入

用
浩
多
︑
其
勢
不
得
不
別
般
變
h
︒
y
今
京
外
衙
門
︑
實
無
着
手
之
處
︒
在
9
如

此
之
時
︑
多
�
禁
御
兩
營
鄕
軍
停
番
︑
取
用
其
錢
米
之
例
︒
自
今
九
�
爲
始
︑
限

以
五
周
年
停
番
︑
本
曹
取
用
︑
則
目
下
經
用
︑
庶
可
以
牽
補
架
漏
︑
故
敢
此
仰
P
︒

N
下
詢
大
臣
處
之
︒﹂

(43
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
十
九
︑
純
祖
十
六
年
十
一
�
乙
丑
條

�
對
︒
⁝
⁝
戶
曹
!
書

朴
宗
慶
Ò
言
︑﹁
今
番
鑄
錢
︑
爲
其
貿
米
補
縮
之
地
︑
而
至
於
錢
邊
�
需
︑
亦
多

不
足
︒
禁
御
兩
營
︑
鄕
軍
停
番
︑
幷
#
保
需
用
︑
在
9
多
�
行
之
之
時
︒
然
此
不

È
4
而
六
七
朔
︑
�
而
一
周
年
︑
�
名
無
實
︒
而
且
訓
局
軍
︑
許
久
助
番
︑
其
勢

末
由
︒
⁝
⁝
﹂

(44
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
五
︑
純
祖
二
十
二
年
二
�
丙
戌
條

�
對
︒
⁝
⁝
議
政
金

載
瓚
Ò
言
︑﹁
鄕
軍
停
番
︑
若
非
自
上
特
敎
︑
則
卽
是
以
i
歉
蠲
惠
之
T
︑
不
斂

軍
錢
︑
只
停
上
番
之
役
而
已
︒
自
4
年
以
來
︑
爲
大
農
經
用
之
不
�
︑
自
下
仰
N
︑

或
二
年
停
番
︑
甚
至
於
五
年
停
番
︑
合
爲
七
年
︒
而
輦
轂
之
下
︑
無
宿
衞
之
制
者
︑

已
萬
萬
踈
ì
︒
況
斂
軍
錢
而
補
經
費
︑
不
但
�
傷
於
國
體
︑
豈
可
�
聞
於
後
人
哉
︒

且
訓
局
軍
兵
︑
替
當
兩
營
軍
役
︑
無
以
荏
堪
︑
莫
不
怨
咨
云
︒
此
豈
細
故
哉
︒
今

年
則
已
爲
斂
錢
入
用
︑
雖
無
可
�
︑
而
自
�
年
︑
卽
令
依
舊
徵
番
之
T
︑
分
付
禁

御
兩
營
︑
G
無
敢
以
生
財
之
方
︑
輒
發
停
番
之
N
︑
仍
爲
各
營
定
式
︒﹂
允
之
︒

(45
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
五
十
︑
英
祖
十
五
年
九
�
庚
戌
條

上
御
崇
政
門
︑
行
�
參
︒

召
見
五
部
父
老
︑
問
民
]
︒
�
以
京
騎
兵
]
爲
言
者
︒
上
問
京
兆
官
︒
左
尹
李
�

赫
奏
曰
︑﹁
京
騎
兵
之
目
︑
始
自
國
初
︒
戶
額
爲
一
千
︑
而
保
人
爲
三
千
︒
戶
則

在
京
︑
而
保
則
在
鄕
︒
無
論
戶
與
保
︑
竝
收
布
二
疋
︑
以
備
京
中
諸
處
役
軍
�
價
︒

而
自
設
各
軍
門
以
來
︑
良
丁
無
以
塡
補
︑
~
督
閏
定
之
際
︑
都
民
�
騷
擾
之
]

矣
︒﹂
上
曰
︑﹁
王
者
爲
民
︑
豈
可
聞
其
]
︑
而
不
之
恤
耶
︒
京
騎
兵
名
目
︑
自
今

革
罷
︒
亟
令
備
局
︑
變
h
區
處
︒﹂

(46
)

金
玉
根
著
﹃
�
鮮
王
�
財
政
2
硏
究
︹
Ⅱ
︺﹄
(一
九
八
七
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮

閣
)︑
特
に
第
七
違
﹁
均
役
法
﹂︒
車
�
燮
﹁
壬
亂
以
後
の
良
役
と
均
役
法
の
成

立
﹂
(﹃
�
鮮
時
代
軍
事
關
係
硏
究
﹄
�
收
︑
一
九
九
六
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
檀
大
出
版

部
)︒

(47
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
七
十
一
︑
英
祖
二
十
六
年
五
�
庚
午
條

2
臣
曰
︑
是
時
民
困

於
二
疋
之
役
︑
故
�
U
・
口
・
戶
・
結
四
議
︑
欲
蠲
其
]
︑
久
而
不
決
︒
於
是
︑

減
一
疋
︑
稅
漁
・
鹽
・
�
︑
欲
閏
其
減
數
︒
噫
︑
自
古
蠲
役
之
法
︑
莫
È
於
Ó
用

以
裕
民
︒
我
國
七
十
萬
︑
二
疋
之
徵
︑
太
�
爲
無
名
之
費
︑
y
未
能
Ó
其
用
度
︑

乃
反
東
~
西
"
︑
以
稱
其
減
布
之
數
︒
舊
徵
之
減
雖
幸
︑
而
怨
徵
之
怨
倍
至
︒
不

å
乎
剜
心
而
醫
瘡
乎
︒
可
歎
也
已
︒

�鮮後�の京軍と	軍
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同
右
︑
英
祖
二
十
六
年
七
�
癸
卯
條

2
臣
曰
︑
⁝
⁝
均
役
︑
破
東
補
西
︑
舍

本
就
末
︒
�
G
張
之
名
︑
而
無
G
張
之
實
︒
不
旋
踵
而
爲
]
甚
巨
︒
嗟
夫
︒

(48
)

『顯
宗
改
修
實
錄
﹄
卷
二
︑
顯
宗
卽
位
年
十
二
�
甲
寅
條

上
御
興
政
堂
︑
引
見

領
相
À
太
和
︑
右
相
À
維
城
︑
禮
!
洪
命
夏
︑
戶
!
許
積
︒
⁝
⁝
工
曹
!
書
閔
應

亨
︑
亦
於
是
日
︑
N
對
入
侍
曰
︑﹁
今
年
�
饉
︑
9
古
�
無
︒
此
由
丙
子
後
︑
以

供
給
淸
人
之
故
︑
貢
案
外
︑
印
�
科
外
之
斂
︑
而
不
就
貢
案
︑
�
�
裁
減
︑
天
怒

民
怨
︑
積
漸
而
致
此
災
︒
且
訓
局
恒
食
之
軍
È
多
︑
國
中
民
力
︑
盡
歸
於
此
︒
此

軍
初
不
È
三
千
︑
加
額
之
數
︑
今
至
六
千
︒
戶
曹
一
年
經
費
︑
十
二
萬
石
︑
歸
於

軍
餉
者
︑
八
萬
石
︒
古
者
三
年
Å
︑
餘
一
年
之
食
︒
九
年
Å
︑
餘
三
年
之
食
︒
是

以
堯
湯
之
時
︑
雖
i
水
旱
之
災
︑
國
無
捐
瘠
之
民
︑
以
其
�
蓄
積
也
︒
今
除
軍
餉
︑

戶
曹
經
費
︑
只
四
萬
石
︒
給
災
則
印
不
滿
此
數
︒
以
何
蓄
積
︑
賑
救
�
民
乎
︒

⁝
⁝
恒
食
之
軍
︑
則
物
故
老
à
之
代
︑
勿
復
閏
補
︒
去
年
加
抄
七
百
名
︑
盡
皆
罷

ã
︑
則
�
減
軍
糧
︑
亦
可
爲
賑
#
︒
且
御
營
軍
︑
足
當
訓
局
兵
減
去
之
數
︒
軍
政

亦
無
踈
漏
之
患
矣
︒
若
因
循
此
轍
︑
不
爲
裁
省
︑
則
�
年
�
饉
︑
難
保
其
必
無
︑

而
國
勢
益
至
危
蹙
矣
︒
孟
子
曰
︑﹃
國
必
自
伐
而
後
︑
人
伐
之
﹄︒
今
此
恒
食
之
軍
︑

乃
是
自
伐
之
大
者
也
︒﹂
⁝
⁝
上
曰
︑﹁
他
餘
事
︑
予
已
悉
聞
︒
亦
當
徐
徐
裁
減

矣
︒﹂

(49
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
︑
顯
宗
十
三
年
九
�
辛
卯
條

上
御
養
心
閤
︑
引
見
備
局

諸
臣
︑
金
萬
基
・
李
端
夏
等
︒
Ý
!
李
慶
億
︑
戶
!
金
壽
興
︑
亦
命
招
入
侍
︒
李

端
夏
@
曰
︑﹁
我
國
曾
無
給
料
之
兵
︒
宣
�
�
︑
相
臣
柳
成
龍
︑
因
�
民
賑
恤
︑

抄
其
丁
壯
︑
敎
以
兵
法
︑
其
數
初
不
滿
數
百
︒
卽
今
都
下
_
手
五
千
五
百
餘
人
︑

而
此
外
印
�
別
K
千
人
︑
御
營
兵
千
人
︑
精
抄
兵
五
百
人
︑
禁
軍
七
百
人
︒
各
廳

軍
官
︑
且
4
萬
人
︒
比
之
丙
子
9
︑
其
數
倍
蓰
矣
︒
今
常
稅
之
入
十
二
萬
石
︑
而

費
於
養
兵
者
八
萬
石
︑
只
以
四
萬
石
爲
國
用
︑
已
甚
不
足
︒
而
印
欲
捐
此
︑
以
捄

�
民
︑
其
亦
難
矣
︒
爲
國
之
b
︑
莫
先
於
得
人
心
︒
而
聞
上
年
�
給
糴
穀
︑
悉
令

徵
捧
︒
若
是
而
可
得
人
心
乎
︒
苟
得
人
心
︑
國
人
皆
兵
︑
V
ô
可
恃
︑
豈
必
待
籍

軍
之
名
乎
︒
由
此
言
之
︑
裕
用
之
方
︑
莫
先
於
減
兵
︒﹂
悦
寢
不
行
︒

(50
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
肅
宗
七
年
五
�
辛
未
條

護
軍
李
敏
敍
上
駅
曰
︑
⁝
⁝

輦
下
冗
兵
之
坐
食
者
︑
至
於
È
萬
︒
臣
聞
︑
地
部
歲
入
�
十
二
萬
石
︑
而
軍
食
居

八
萬
︒
其
餘
爲
祭
祀
・
官
祿
︑
C
國
之
凡
百
費
用
者
︑
不
È
數
萬
︒
國
體
之
謬
戾
︑

實
古
今
之
�
未
聞
也
︒
自
古
養
兵
︑
必
視
國
力
之
貧
富
︒
今
以
千
里
之
邦
︑
民
窮

財
竭
︑
內
外
空
匱
︑
而
隸
籍
廂
衞
之
卒
︑
無
慮
十
數
萬
︒
此
亦
何
等
制
置
也
︒
臣

願
亟
令
�
堂
與
�
兵
諸
臣
︑
因
9
已
影
之
�
旨
︑
先
定
規
模
︑
大
加
裁
量
︑
+
�

禁
衞
不
闕
︑
國
力
不
匱
︑
則
豈
非
經
�
之
善
圖
也
︒
訓
鍊
別
K
︑
御
營
軍
上
番
之

類
︑
姑
宜
罷
ý
︒
各
軍
門
無
兵
之
將
領
︑
無
用
之
K
»
︑
亦
宜
汰
減
︒
以
其
糧
廩
︑

移
給
賑
#
︑
則
可
以
轉
無
用
爲
�
用
︒

(51
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
肅
宗
七
年
正
�
庚
午
條

(宋
)
時
烈
曰
︑﹁
訓
局
別
K
︑

已
成
痼
]
︒
臣
嘗
見
朱
子
書
︑
古
者
軍
兵
皆
在
田
野
︑
只
於
行
師
時
︑
:
食
於
國
︒

宋
時
則
軍
兵
常
食
於
公
家
︑
此
無
日
不
戰
也
︒
卽
今
訓
局
_
手
之
料
︑
å
至
八
萬

石
︑
�
臣
頒
祿
︑
不
È
四
萬
餘
石
︒
蓋
_
手
非
祖
宗
�
故
制
也
︒
壬
辰
後
︑
柳
成

龍
円
N
設
置
︒
臣
聞
︑
壬
辰
9
︑
頒
祿
後
÷
在
︑
常
三
十
萬
石
︒
當
時
	
謂
之
貧

國
︒
卽
今
則
三
十
萬
石
︑
何
可
ç
乎
︒
今
若
在
京
_
手
願
下
鄕
者
聽
之
︑
�
k
故

則
其
代
︑
閏
定
於
御
營
軍
︑
則
京
_
自
減
︑
而
御
營
軍
漸
多
矣
︒
置
兩
大
將
︑
如

漢
南
北
軍
之
制
︑
則
可
爲
�
用
之
軍
矣
︒
御
營
軍
︑
則
居
鄕

勞
︒
_
手
則
安
坐

於
家
︒
故
臣
見
溫
泉
行
幸
時
︑
御
營
軍
則
能
疾
走
�
$
︑
而
顚
仆
b
路
者
︑
皆
是

訓
局
兵
也
︒﹂

(52
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
三
︑
肅
宗
八
年
四
�
甲
辰
條

兵
曹
!
書
金
錫
胄
曰
︑﹁
先
�

設
立
別
K
之
本
T
︑
臣
亦
知
之
︒
苟
能
盡
易
長
征
︑
作
爲
G
番
︑
自
食
保
米
︑
不

費
國
廩
︑
則
可
謂
計
之
善
者
︒
然
而
以
今
訓
局
形
勢
論
之
︑
則
旣
不
可
猝
變
︑
以

今
�
廷
論
議
言
之
︑
則
印
欲
見
其
þ
效
︑
不
得
不
爲
此
小
變
之
策
耳
︒
訓
局
元
軍

之
減
去
者
︑
七
百
�
奇
︑
則
歲
省
料
米
六
千
七
百
八
十
餘
石
︒
ã
于
戶
曹
︑
可
無

三
手
糧
不
足
之
患
︒
歲
省
衣
布
一
百
二
十
七
同
︒
今
爲
本
局
羨
布
︑
可
代
戶
曹
中

旬
賞
格
之
費
︒
精
抄
保
︑
ã
屬
兵
曹
者
︑
五
千
八
百
七
十
餘
石
︒
�
捧
布
可
二
百

三
十
五
同
︒
亦
足
補
用
於
經
費
︒
此
等
小
效
可
以
立
見
︑
實
�
�
於
I
不
變
h
矣
︒

或
言
訓
局
之
卒
︑
何
不
印
減
千
數
云
︒
而
臣
�
量
9
後
廂
K
之
用
︑
C
內
外
直
宿

之
役
︑
若
夫
G
減
於
五
千
之
數
︑
則
實
難
成
其
貌
樣
︒
且
臣
以
長
征
爲
不
可
猝
變

東 方 學 報
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者
︑
蓋
G
番
之
制
︑
例
以
兩
朔
爲
限
︒
一
年
之
閒
︑
當
立
六
番
︒
每
番
之
軍
︑
當

滿
五
千
︒
五
六
三
十
︑
合
爲
三
萬
︒
而
三
萬
戶
首
之
保
︑
印
當
爲
九
萬
︒
三
與
九

合
︑
都
數
爲
十
二
萬
矣
︒
以
卽
今
閑
丁
之
難
得
︑
從
何
搜
出
十
二
萬
之
數
乎
︒
_

手
之
類
︑
生
長
京
輦
︑
人
物
伶
俐
︑
裝
束
鮮
�
︑
常
時
�
用
︑
�
�
於
外
方
之
軍
︒

臣
以
爲
︑
訓
局
元
軍
︑
r
不
可
盡
罷
也
︒﹂

(53
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
︑
肅
宗
三
十
年
十
二
�
甲
午
條

釐
整
廳
︑
@
五
軍
門
改

軍
制
︑
C
水
軍
變
h
Ó
目
︒
⁝
⁝
訓
鍊
都
監
︑
則
舊
軍
制
︑
一
營
二
部
二
十
六
ò
︑

C
諸
色
軍
軍
需
保
︑
_
保
︑
餉
保
等
︑
仍
存
舊
額
︑
不
復
增
減
︒
⁝
⁝
且
論
都
監

軍
制
曰
︑﹁
此
軍
門
︑
以
長
征
之
軍
︑
坐
靡
太
倉
之
粟
︑
計
軍
兵
之
額
︑
不
滿
一

軍
之
制
︑
而
以
軍
摠
五
千
餘
人
︑
一
年
�
養
之
費
︑
足
養
二
年
二
朔
輸
番
三
萬
餘

之
軍
︒
⁝
⁝
﹂︒

(54
)

『藥
泉
集
﹄
第
三
十
三
︑
書
︑
答
崔
汝
和

(崔
錫
鼎
︑
字
汝
和
)﹇
己
卯
五
�
十
日

(肅
宗
二
十
五
年
︑
一
六
九
九
)
]

自
古
�
國
家
者
︑
皆
以
厲
民
而
養
兵
︑
至
於

危
l
︒
我
國
則
以
逸
民
而
困
兵
︑
至
於
"
à
︒
毋
論
古
制
︑
只
以
今
日
南
北
二
敵

言
之
︑
倭
人
督
�
農
民
︑
悉
斂
其
穀
︑
以
養
其
兵
︑
而
農
民
則
只
食
土
芋
︒
淸
人

�
入
披
甲
︑
則
廩
給
豐
厚
︑
九
族
賀
慶
︒
此
�
以
兵
卒
精
强
者
也
︒
我
國
疲
孱
傭

丐
之
類
︑
無
以
得
免
於
軍
役
︑
�
萬
般
椎
剝
之
苦
︒
稍
�
氣
力
者
︑
巧
7
簽
丁
︑

得
r
身
逸
U
之
樂
︒
卽
今
軍
額
︑
¶
多
名
色
矣
︒
然
漏
於
軍
籍
者
︑
亦
不
爲
不
多
︒

此
則
�
家
難
於
搜
括
︑
守
令
不
敢
誰
何
︑
制
度

俗
︑
液
來
如
此
︒
此
�
以
我
國

軍
兵
︑
多
亦
麤
︑
少
亦
麤
︒
增
亦
麤
︑
減
亦
麤
︒
今
不
能
一
變
舊
制
︑
�
民
樂
閏

軍
伍
︑
則
雖
於
9
額
減
其
九
而
存
其
一
︑
亦
必
無
得
精
之
理
︒
務
精
不
務
多
︑
非

�
可
論
於
今
日
矣
︒
中
外
軍
兵
中
︑
唯
訓
局
兵
︑
以
廩
厚
之
故
稍
�
︒
御
禁
兩
營

兵
︑
以
上
番
給
糧
︑
且
免
束
伍
¤
役
之
故
︑
�
於
訓
局
︒
兵
以
衞
國
︑
而
於
此
稍

�
之
兵
︑
多
數
減
"
︑
¶
�
重
難
者
︒
�
家
如
�
大
段
h
變
︑
庶
可
以
G
復
9
規
︒

如
其
萬
不
得
已
︑
則
無
寧
革
罷
怨
設
之
禁
衞
︑
雖
於
兵
制
爲
駅
︑
其
於
革
]
爲
大

矣
︒
⁝
⁝

(55
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
五
︑
正
祖
十
二
年
六
�
癸
卯
條

右
h
禮
禹
禎
圭
上
駅
︑

@
册
子
︑
名
曰
﹃
經
濟
野
言
﹄︒

(56
)

『經
濟
野
言
﹄
(ソ
ウ
ル
大
學
校
奎
違
閣
本
︑
奎
三
二
八
七
)
軍
制
變
h
之
策

古

者
寓
兵
於
農
︑
稅
歸
經
用
︑
賦
歸
軍
兵
︒
出
兵
曰
賦
者
︑
蓋
以
是
也
︒
兵
農
分
而

養
兵
始
焉
︒
國
初
︑
外
設
鎭
管
︑
內
置
五
衞
︑
輪
囘
遞
番
︑
必
立
本
軍
︑
不
用
養

兵
之
制
︒
其
後
�
騎
步
兵
城
役
之
事
︑
�
外
軍
兵
︑
裹
糧
�
]
︑
�
之
給
價
�
立
︑

始
�
)
布
之
規
︒
壬
辰
亂
後
︑
剏
設
訓
局
︑
於
是
乎
)
布
而
養
兵
︒
其
�
屬
元
軍
︑

爲
五
千
餘
名
︒
此
卽
以
民
養
兵
也
︒
其
後
印
設
禁
御
兩
營
︑
此
則
以
兵
養
兵
也
︒

至
於
守
禦
・
摠
戎
二
廳
︑
只
設
牙
兵
︑
定
以
私
賤
︑
寘
於
圻
甸
︑
且
)
保
米
︑
而

立
番
將
校
︑
以
此
接
濟
︒
�
謂
牙
兵
︑
只
存
名
目
︑
不
足
�
無
於
V
ô
者
也
︒

⁝
⁝
粤
在
顯
�
�
︑
特
軫
此
]
︑
果
爲
變
h
︑
而
不
善
擧
行
︒
軍
額
尙
多
︑
朔
料

不
�
︑
此
豈
因
循
而
不
思
善
策
乎
︒
⁝
⁝
而
我
�
訓
局
之
軍
︑
置
以
五
千
二
百
︑

無
已
太
多
乎
︒
⁝
⁝
則
況
以
我
東
之
小
邦
︑
置
五
千
軍
於
都
下
︑
	
且
養
之
︑
則

安
得
無
財
竭
之
患
乎
︒
今
若
限
以
三
千
︑
抄
其
丁
壯
︑
汰
其
老
à
︑
務
置
精
强
︑

衞
護
京
都
︑
則
茲
可
爲
國
富
兵
强
之
�
矣
︒
⁝
⁝
今
若
一
依
訓
局
之
制
︑
禁
御
兩

營
軍
︑
自
五
部
而
募
得
︑
各
置
一
千
五
百
名
︑
每
番
以
五
百
人
入
直
︑
分
以
三
番
︑

則
此
皆
强
兵
銳
卒
︑
非
	
軍
之
比
也
︒
⁝
⁝
特
令
�
堂
商
確
釐
正
︑
可
也
︒

(57
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
四
︑
正
祖
二
十
年
三
�
戊
辰
條

訓
鍊
大
將
李
�
國
上
駅

曰
︑﹁
我
國
軍
制
︑
束
伍
之
規
︑
倣
用
周
室
兵
農
之
制
︑
分
番
之
法
︑
�
取
A
家

長
征
之
例
︒
壬
辰
以
後
︑
五
衞
變
爲
諸
營
︑
則
祖
宗
�
隨
時
沿
革
之
T
︑
猗
歟
盛

矣
︒
然
京
城
爲
八
路
之
根
本
︑
而
輦
轂
之
下
︑
見
存
軍
額
︑
不
滿
萬
數
︑
臣
常
憂

都
下
軍
制
之
踈
ì
︒
⁝
⁝
今
我
F
上
︑
深
軫
宿
衞
之
單
à
︑
特
設
壯
勇
一
營
︒
從

今
以
�
︑
京
師
�
禦
之
地
︑
增
修
陰
雨
之
備
︑
9
F
後
F
︑
其
揆
一
也
︒
伏
念
︑

禁
御
兩
營
上
番
之
法
︑
一
以
爲
守
禦
之
b
︑
一
以
爲
敎
鍊
之
方
︒
當
初
設
施
︑
非

不
美
也
︒
而
上
番
之
規
︑
五
年
爲
一
�
︑
C
其
替
番
︑
不
È
二
朔
︑
則
其
�
操
鍊

者
︑
殆
同
十
·
一
曝
︒
坐
作
@
w
︑
隨
人
頤
�
︑
指
揮
號
令
︑
仰
人
口
吻
︑
則
安

在
其
敎
鍊
之
法
T
也
︒
且
況
�
來
之
際
︑
徒
費
糧
#
︑
廢
農
棄
業
︑
鄕
軍
上
番
之

]
︑
�
如
是
矣
︒
今
以
御
營
論
之
︑
各
b
�
在
鄕
軍
之
數
︑
爲
一
萬
六
千
三
百
名

內
︑
卜
馬
軍
爲
一
千
一
百
七
十
五
名
︒
每
番
以
五
ò
︑
輪
囘
上
京
︑
而
凡
軍
則
每

名
#
保
爲
一
名
︑
卜
馬
軍
則
每
名
#
保
爲
二
名
︑
元
軍
與
#
保
︑
合
爲
三
萬
三
千

�鮮後�の京軍と	軍
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七
百
七
十
五
名
︒
今
若
竝
閏
軍
保
︑
收
其
身
布
︑
則
爲
六
萬
七
千
五
百
五
十
兩
︒

且
其
自
京
接
濟
之
料
米
︑
爲
四
千
八
百
五
十
石
︑
旅
需
錢
・
囘
糧
木
等
�
下
︑
爲

六
千
八
百
餘
兩
︒
瓜
而
計
之
︑
恰
爲
九
萬
八
千
六
百
餘
兩
︒
禁
營
之
軍
額
#
保
︑

大
略
相
同
︒
以
臣
愚
見
︑
莫
若
永
革
鄕
軍
上
番
之
規
︑
收
上
身
布
與
保
米
︑
而
兩

營
軍
額
︑
以
各
營
將
校
子
映
︑
C
五
部
良
民
之
�
根
着
者
︑
各
限
一
千
名
塡
閏
︑

俾
作
二
司
十
ò
之
制
︑
恒
在
都
下
︑
而
一
年
接
濟
之
需
︑
假
令
元
�
料
竝
米
︑
爲

一
萬
四
百
餘
石
︒
奉
足
C
草
價
等
�
下
︑
爲
二
萬
三
千
四
百
餘
兩
︒
竝
計
爲
七
萬

五
千
三
百
餘
兩
︒
以
其
�
捧
︑
計
其
�
用
︑
其
�
贏
餘
︑
各
爲
二
萬
餘
兩
︒
⁝
⁝

以
此
爲
不
ì
之
備
︑
則
足
食
足
兵
︑
莫
È
於
此
︒
鄕
軍
則
可
無
廢
農
�
來
之
苦
︑

都
民
則
庶
�
沾
料
#
生
之
b
︑
豈
不
兩
E
也
哉
︒
⁝
⁝
﹂

(58
)

『東
2
年
表
﹄
(魚
允
0
�
)
正
祖
十
五
年
條

設
壯
勇
營
︑
屬
扈
衞
廳
︒

『正
祖
實
錄
﹄
行
狀
︑
正
祖
十
五
年
條

設
壯
勇
營
︒
先
是
︑
壬
寅
春
︑
Ù
肅

�
故
事
︑
�
武
藝
出
身
︑
C
曾
經
營
校
者
三
十
人
︑
分
番
︑
直
�
政
殿
南
�
︒
乙

巳
︑
稱
壯
勇
衞
︒
印
倣
戚
氏
南
軍
之
制
︑
置
五
司
二
十
五
ò
︒
是
年
︑
減
禁
旅
一

番
五
十
人
︑
移
設
壯
勇
衞
︒
用
額
外
內
禁
衞
之
規
︑
設
額
外
壯
勇
衞
十
人
︑
以
士

夫
閏
之
︒
印
置
善
騎
K
三
ò
︑
以
訓
局
京
畿
陞
戶
移
屬
之
︒
馬
步
京
鄕
軍
三
千
四

百
五
十
︒
用
兵
曹
別
付
料
兵
�
之
規
︑
設
兵
�
︑
領
軍
務
︑
號
曰
壯
勇
營
︒

(59
)

『韓
2
綮
﹄
卷
四
︑
正
祖
十
九
年
條

去
年
︑
城
水
原
︒
春
閏
二
�
成
︒
取
華
人

祝
堯
之
語
︑
名
之
曰
華
城
︒
城
制
之
備
︑
爲
國
中
第
一
矣
︒
王
痛
先
世
子
之
事
︑

常
思
�
以
湔
滌
者
︒
蔡
濟
恭
以
爲
︑﹁
如
此
︑
然
後
方
可
以
伸
王
之
孝
﹂︑
謂
之
時

論
︒
金
鍾
秀
等
以
爲
︑﹁
如
此
︑
無
以
安
英
祖
之
心
﹂︑
謂
之
辟
論
︒
華
城
旣
成
︑

王
乃
以
衣
帶
︑
密
敎
�
濟
恭
︒
或
謂
︑﹁
王
欲
大
芟
先
世
子
之
讐
臣
︑
故
作
壯
勇

營
C
華
城
︑
因
謀
其
事
于
濟
恭
﹂
云
︒

(60
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
六
︑
正
祖
二
十
一
年
正
�
庚
午
條

上
½
城
︒
⁝
⁝
謂
廣

州
留
守
徐
�
�
曰
︑﹁
故
相
柳
成
龍
謂
︑﹃
訓
鍊
都
監
︑
宜
開
屯
於
京
畿
地
方
︑
而

訓
局
軍
萬
名
中
︑
五
千
名
︑
在
京
操
鍊
︑
五
千
名
︑
赴
屯
Å
作
︑
以
爲
兵
農
相
寓

之
義
﹄︒
其
T
甚
好
︑
而
寢
不
行
︑
¶
可
惜
也
︒
予
於
壯
勇
營
︑
略
倣
此
規
︑
設

置
鄕
軍
於
畿
邑
︑
爲
一
營
五
司
之
制
︒
蓋
出
於
�
連
拱
�
︑
輔
車
相
須
之
T
也
︒

⁝
⁝
﹂

同
右

上
曰
︑﹁
本
營
鄕
軍
之
設
施
︑
T
義
�
在
︒
�
初
楊
根
・
加
p
・
砥
p
︑

先
出
二
ò
︑
而
此
則
屯
田
在
於
渠
輩
門
9
︑
故
足
爲
兵
農
相
寓
︒
⁝
⁝
﹂

(61
)

李
泰
鎭
9
揭
書

(é
6
)
︑
參
照
︒

(62
)

9
揭
é

(44
)︑
參
照
︒

(63
)

『純
祖
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
純
祖
八
年
八
�
己
亥
條

御
營
大
將
李
堯
憲
Ò
言
︑﹁
曾

於
先
�
甲
寅
︑
以
華
城
城
役
物
力
之
各
處
貸
下
ã
報
�
︑
本
廳
五
ò
鄕
軍
上
番
中
︑

每
ò
各
除
二
十
七
名
︑
合
一
百
三
十
五
名
減
番
︑
收
其
身
布
C
#
裝
保
錢
︑
以
爲

排
年
計
減
者
︑
今
己
畢
報
︒
自
今
十
一
�
爲
始
︑
當
爲
復
番
徵
立
︒
而
鄕
軍
番
上
︑

�
是
民
邑
之
痼
瘼
︑
雖
若
干
名
之
減
番
︑
除
]
不
些
︒
今
若
復
舊
徵
上
︑
則
十
五

年
安
於
除
番
之
餘
︑
其
�
爲
]
︑
無
衣
怨
創
︒
⁝
⁝
﹂

(64
)

9
揭
é

(13
)︑
參
照
︒

(65
)

『六
典
條
例
﹄
卷
八
︑
訓
鍊
都
監
︑

陣

每
朔
︑
初
九
日
・
十
九
日
︑
設
行

﹇
大
將
�
故
︑
都
提
O
設
行
︒
〇
正
�
・
五
�
︑
各
一
�
︒
六
�
・
七
�
・
十
一

�
・
十
二
�
︑
以
隆
冬
・
盛
暑
︑
頉
稟
﹈

同
右
︑
禁
衞
營
︑

陣

每
朔
︑
初
十
日
・
二
十
日
︑
設
行
﹇
大
將
�
故
︑
都

提
O
設
行
︒
〇
正
�
・
五
�
︑
各
一
�
︒
六
�
・
七
�
・
十
一
�
・
十
二
�
︑
以

隆
冬
・
盛
暑
︑
頉
稟
﹈

同
右
︑
御
營
廳
︑

陣

每
朔
︑
初
十
一
日
・
二
十
一
日
︑
設
行
﹇
大
將
�
故
︑

都
提
O
設
行
︒
〇
正
�
・
五
�
︑
各
一
�
︒
六
�
・
七
�
・
十
一
�
・
十
二
�
︑

以
隆
冬
・
盛
暑
︑
頉
稟
﹈

『正
祖
實
錄
﹄
卷
五
十
︑
正
祖
二
十
二
年
十
一
�
丙
寅
條

敎
曰
︑﹁
京
營
門


陣
︑
若
値
雨
±
︑
先
停
後
Ò
︑
自
是
金
石
之
典
︒
⁝
⁝
﹂

(66
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
六
十
四
︑
肅
宗
四
十
五
年
八
�
癸
丑
條

藥
�
入
診
︒
診
候
畢
︑

⁝
⁝

(
都
提
O
李
)
頤
命
曰
︑
﹁
三
軍
門
︑
自
初
設
時
︑
大
將
�
故
︑
則
�
中
軍

代
行
操
鍊
之
規
矣
︒
當
宁
甲
子
・
乙
丑
年
閒
︑
亦
�
此
例
︒
而
丙
寅
年
︑
申
汝
哲

爲
大
將
︑
以
爲
︑﹃
軍
門
重
事
︑
以
中
軍
︑
已
涉
未
安
︒
中
軍
�
故
︑
則
至
以
假

中
軍
替
行
︑
事
極
不
當
﹄︒
大
臣
亦
以
爲
然
︑
Æ
�
勿
以
中
軍
替
行
之
命
︒
而
其

東 方 學 報
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後
印
以
大
將
�
故
︑
則
都
提
O
替
操
定
式
︒
而
都
提
O
多
是
老
病
人
︑
不
能
每
每

行
之
︒
都
監
則
乃
是
京
軍
︑
雖
或
停
操
︑
亦
得
閒
閒
行
之
︒
而
禁
御
兩
營
︑
皆
是

鄕
軍
︒
上
番
時
︑
大
將
�
故
︑
則
或
未
經
一
番

陣
而
去
︒
戎
政
之
踈
ì
︑
¶
甚

可
慮
︒
⁝
⁝
﹂

(67
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
六
︑
正
祖
二
年
九
�
丙
申
條

副
司
直
姜
游
上
駅
曰
︑﹁
⁝
⁝
春

秋
操
鍊
︑
法
T
甚
重
︒
而
向
來
︑
內
而
各
軍
門
︑
外
而
諸
b
臣
︑
爲
念
軍
兵
之
]
︑

輒
爲
之
停
操
︒
雖
若
爲
目
下
之
惠
︑
r
難
免
姑
息
之
政
︒
⁝
⁝
﹂

(68
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
一
︑
肅
宗
七
年
正
�
庚
午
條

左
議
政
閔
鼎
重
N
對
︑
召
見
︒

仍
命
領
府
事
宋
時
烈
︑
同
爲
入
侍
︒
⁝
⁝
時
烈
曰
︑﹁
⁝
⁝
御
營
軍
︑
則
居
鄕


勞
︑
_
手
則
安
坐
於
家
︒
故
臣
見
溫
泉
行
幸
時
︑
御
營
軍
︑
則
能
疾
走
�
$
︑
而

顚
仆
b
路
者
︑
皆
是
訓
局
兵
也
︒﹂
上
曰
︑﹁
御
營
軍
︑
於
兵
亂
時
︑
亦
嘗
得
力

矣
︒﹂
時
烈
曰
︑﹁
先
王
嘗
下
敎
於
臣
曰
︑﹃
_
手
減
除
之
策
︑
吾
得
之
矣
︒
各
b

監
司
・
兵
�
牙
兵
之
數
甚
多
︒
以
此
移
屬
御
營
︑
而
以
其
移
屬
之
數
︑
減
於
訓
局
︑

則
似
好
﹄
云
︒
而
仍
減
_
手
一
千
矣
︒
厥
後
︑
大
將
柳
赫
然
︑
不
能
善
處
︑
]
至

於
此
︑
非
臣
本
T
也
︒
⁝
⁝
﹂

(69
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
一
︑
肅
宗
二
十
三
年
八
�
壬
申
條

領
中
樞
府
事
南
九
萬
︑

上
箚
曰
︑﹁
諸
營
・
禁
衞
・
摠
戎
等
上
番
軍
兵
︑
竝
N
停
番
︒
訓
局
束
伍
・
_
手

之
抄
e
︑
竝
與
番
休
之
兵
︑
循
例
上
番
︑
尤
涉
�
]
︒
�
當
一
例
N
停
︒
而
愚
臣

淺
慮
︑
輦
轂
宿
衞
之
卒
︑
只
�
都
監
兵
數
千
人
︑
而
4
來
軍
政
︑
實
多
頽
弛
︑
物

故
�
頉
之
代
︑
多
以
京
中
游
惰
之
類
苟
閏
︒
自
古
兵
家
︑
�
忌
市
人
︒
以
爲
︑
油

滑
不
可
用
︒
¶
可
憂
也
︒
養
此
京
市
人
C
老
孱
之
類
︑
不
幸
�
變
︑
將
何
以
應
之
︒

別
令
諸
b
各
邑
︑
只
抄
戶
首
上
e
︑
保
人
�
之
�
後
閏
定
︑
則
二
百
名
之
分
排
︑

雖
大
邑
︑
似
不
È
一
名
︒
且
以
保
人
陞
實
︑
亦
衣
於
初
簽
之
騷
擾
︒
惟
F
�
之
裁

處
︒(＊

｢只
抄
戶
首
上
e
︑
保
人
�
之
�
後
閏
定
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
ま
ず
戶
首
を
�

ん
で
ソ
ウ
ル
に
e
り
︑
保
人
に
つ
い
て
は
戶
首
本
人
に
後
か
ら
�
ば
せ
て
閏
定
す

る
の
で
あ
る
︒
)

(70
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
八
︑
肅
宗
二
十
九
年
正
�
丙
辰
條

(李
)
寅
燁
曰
︑﹁
國

家
一
年
稅
入
︑
大
µ
三
十
萬
石
︑
而
八
萬
餘
石
︑
歸
於
軍
兵
放
料
︒
訓
局
軍
兵
︑

多
是
市
井
U
惰
︑
常
時
´
食
安
坐
︒
或
値
陵
幸
︑
行
走
十
餘
里
︑
輒
多
僵
仆
︑
¶

爲
·
心
︒
⁝
⁝
﹂

(71
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
六
︑
肅
宗
三
十
四
年
正
�
丁
卯
條

校
理
李
[
上
駅
曰
︑

﹁
訓
局
之
設
︑
已
至
百
餘
年
︑
而
4
年
以
來
︑
法
度
解
弛
︑
老
羸
不
能
汰
︑
稚
à

亦
參
入
︒
丁
壯
者
︑
多
市
井
閑
U
之
輩
︒
兵
家
�
謂
油
滑
者
︑
正
指
此
也
︒
莫
重

軍
局
︑
E
爲
U
民
世
傳
之
業
矣
︒
勸
養
無
Ó
︑
糜
費
猥
濫
︒
臣
嘗
反
復
思
度
︑
竊

�
一
得
之
愚
︒
戶
首
�
闕
︑
擇
保
人
中
壯
實
者
︑
抄
�
必
精
︑
一
E
也
︒
脫
其
耒

耜
之
勞
︑
得
以
:
廩
坐
食
︑
施
恩
易
而

藝
勤
︑
二
E
也
︒
生
長
畎
畝
︑
筋
力
壯

永
︑
必
�
於
京
軍
︑
三
E
也
︒
鄕
民
大
抵
朴
野
淳
質
︑
可
易
�
而
無
難
制
之
患
︑

四
E
也
︒
外
方
軍
兵
︑
見
其
同
類
以
壯
實
陞
戶
︑
:
國
厚
養
︑
爲
拔
身
之
階
︑
皆

羡
慕
自
勵
︑
五
E
也
︒
﹂
答
曰
︑
﹁
鄕
軍
陞
戶
︑
纔
已
變
h
矣
︒
﹂

(72
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
十
六
︑
英
祖
四
年
三
�
甲
戌
條

都
½
撫
�
吳
命
恒
︑
破
Ø
︑

獲
Ø
魁
麟
佐
等
︑
檻
致
京
師
︒
⁝
⁝
命
恒
性
寬
厚
︑
將
士
�
罪
︑
則
略
加
誨
責
︑

不
鞭
一
人
︒
趙
顯
命
諫
曰
︑
﹁
不
以
威
濟
寬
︑
難
以
律
衆
︒
﹂
命
恒
曰
︑﹁
國
家
昇

p
百
年
︑
京
軍
素
油
滑
︒
今
猝
以
𠛬
戮
加
之
︑
必
�
怨
懼
離
心
者
︒
不
如
撫
以
恩

T
︑
激
以
忠
義
︑
得
其
死
力
之
爲
�
也
︒﹂

(73
)

『
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
一
百
十
六
︑
兵
考
︑
軍
門
︒

(74
)

牢
子

(軍
牢
)
に
つ
い
て
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
棍
杖
﹂
を
奉
持
し
て
國
王
の
擧
動

(行
幸
)
に
從
う
そ
の
�
が
各
種
の
儀
軌
圖
に
數
多
く
描
か
れ
て
い
る
︒
拙
著

﹃
�
鮮
�
𠛬
罰
制
度
の
硏
究
﹄
(
二
〇
一
九
年
︑
京
都
︑
ü
友
書
店
)︑
特
に
第
四

違
﹁
儀
仗
と
𠛬
杖
︱
︱
�
鮮
後
�
の
棍
杖
𠛬
に
つ
い
て
﹂
︑
參
照
︒

(75
)

�
鮮
總
督
府
0
﹃
�
鮮
語
辭
典
﹄
(
一
九
二
頁
)
の
﹁
塘
報
旗
﹂
の
項
に
﹁
斥
候

兵
の
信
號
に
用
ふ
る
旗
﹂
と
あ
り
︑
同
じ
く
﹁
塘
報
手
﹂
の
項
に
﹁
斥
候
兵
﹂
と

あ
る
︒

(76
)

『萬
機
+
覽
﹄
軍
政
0
︑
訓
鍊
都
監
・
禁
衞
營
・
御
營
廳
︑
軍
摠
條
︑
參
照
︒

(71
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
五
︑
英
祖
十
三
年
閏
九
�
壬
戌
條

憲
府
﹇
持
p
李
昌
誼
﹈

申
9
Ò
︑
不
允
︒
印
Ò
N
︑﹁
⁝
⁝
扈
衞
三
廳
︑
正
案
元
額
外
冒
屬
︑
C
各
軍
門

�鮮後�の京軍と	軍
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七
色
標
下
︑
待
年
置
�
︒
N
亟
令
�
堂
︑
量
宜
沙
汰
︒
⁝
⁝
﹂
答
曰
︑﹁
⁝
⁝
冒

屬
沙
汰
事
︑
方
�
備
局
擧
行
︒
⁝
⁝
﹂

(78
)

『顯
宗
改
修
實
錄
﹄
卷
九
︑
顯
宗
四
年
十
�
戊
午
條

訓
局
卒
︑
坐
食
厚
廩
︑
皆

以
市
井
無
賴
者
︑
閏
其
伍
︒
9
後
大
將
︑
以
勳
宰
重
臣
�
氣
勢
者
爲
之
︑
不
知
師

律
之
當
嚴
︑
驕
兵
之
不
可
用
︑
特
以
其
�
領
而
�
護
之
︑
養
成
驕
悍
之

︒
橫
挐

都
市
︑
凌
轢
�
士
︑
姦
猾
恣
行
而
莫
之
治
︑
人
皆
以
爲
憂
︒

(79
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
五
十
九
︑
英
祖
二
十
年
四
�
己
酉
條

持
p
任
珣
上
駅
︑
論
十

條
︒
⁝
⁝
其
論
釐
軍
制
︑
略
曰
︑﹁
先
罷
守
禦
・
摠
戎
兩
廳
︑
付
之
於
長
湍
・
廣

州
二
邑
︑
�
�
�
號
︑
一
如
諸
b
兵
營
︑
則
京
標
下
︑
無
事
而
食
者
︑
可
減
也
︒

⁝
⁝
﹂
上
優
答
之
︒

(80
)

車
�
燮
﹁
守
禦
廳
硏
究
﹂
(﹃
�
鮮
時
代
軍
事
關
係
硏
究
﹄
�
收
︑
一
九
九
六
年
︑

ソ
ウ
ル
︑
檀
大
出
版
部
)︒

(81
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
五
︑
正
祖
二
年
閏
六
�
壬
午
條

時
原
任
大
臣
︑
備
局
堂
上
︑

六
曹
︑
三
司
之
臣
︑
獻
守
摠
兩
營
合
設
議
︒
⁝
⁝
行
兵
曹
!
書
李
徽
之
議
曰
︑

﹁
守
摠
兩
營
︑
兵
在
鄕
︑
將
在
京
︑
紀
律
不

於
觀
瞻
︑
戰
守
難
責
於
V
ô
︒
然

而
欲
倣
京
營
之
制
樣
︑
以
存
大
將
之
威
儀
︑
則
�
將
校
焉
︒
�
京
標
焉
︒
曾
未
參

衞
於
蹕
路
︑
徒
爲
觀
美
於
戟
門
︒
其
爲
冗
兵
冗
食
︑
無
È
於
此
︒

(82
)

『萬
å
+
覽
﹄
軍
政
0
︑
禁
衞
營

各
色
京
標
下
七
百
六
十
四
名
﹇
⁝
⁝
以
上
各

軍
︑
料
米
九
斗
︒
⁝
⁝
﹈

同
右
︑
御
營
廳

各
色
京
標
下
軍
七
百
八
十
一
名
﹇
⁝
⁝
以
上
各
軍
︑
竝
料
米

九
斗
︒
⁝
⁝
﹈

同
右
︑
摠
戎
廳

標
下
軍
一
百
九
名
﹇
十
九
名
︑
�
料
﹈︒

(83
)

『英
祖
實
錄
﹄
卷
八
十
五
︑
英
祖
三
十
一
年
七
�
丙
子
條

訓
鍊
都
監
Ò
言
︑﹁
本

都
監
︑
當
初
設
立
時
︑
軍
制
草
創
︑
凡
需
苟
鯵
︒
馬
步
軍
兵
料
︑
則
自
度
荏
句
管
︑

以
三
手
糧
放
下
︒
布
︑
則
自
本
局
︑
以
_
保
布
分
給
︒
而
此
外
︑
無
財
力
出
處
矣
︒

二
去
庚
戌

(顯
宗
十
一
年
︑
一
六
七
〇
)︑
始
置
卜
馬
軍
︑
每
K
一
名
︑
從
願
︑

募
自
備
馬
隨
行
者
︑
合
爲
三
百
三
十
四
名
︑
而
朔
料
則
以
別
K
餘
保
之
散
在
各
b

者
︑
定
爲
軍
餉
保
︑
每
年
收
米
︑
合
四
千
餘
石
︒
一
年
�
捧
︑
�
荏
一
年
之
料
︒

馬
太
則
初
不
�
鍊
矣
︒
軍
行
輜
重
之
緊
+
︑
p
時
�
役
之
�
苦
︑
非
他
軍
之
比
︒

而
獨
無
馬
太
者
︑
¶
極
矜
憫
︒
其
後
軍
門
︑
常
欲
變
h
︑
分
給
馬
太
︑
而
計
無
�

出
︑
因
循
至
今
︒
當
此
經
費
匱
艱
之
時
︑
雖
不
敢
以
經
費
中
劃
給
︑
�
�
煩
N
︑

而
若
�
從
他
區
處
之
路
︑
則
豈
可
一
向
恝
視
︑
無
�
變
h
乎
︒
⁝
⁝
﹂

(84
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
八
︑
肅
宗
二
十
九
年
二
�
癸
巳
條

憲
府
Ò
曰
︑﹁
⁝
⁝
內

喪
朞
年
︑
喪
制
雖
盡
︑
三
年
之
內
︑
不
得
用
樂
︑
禮
�
�
�
︒
今
番
登
科
之
類
︑

»
多
用
樂
︑
已
極
無
識
︒
摠
戎
�
李
宇
恒
︑
親
»
其
軍
門
細
樂
手
︑
�
會
於
連
姻

登
第
之
家
︑
r
日
宴
飮
︒
身
居
宰
列
︑
�
此
可
駭
之
擧
︒
N
摠
戎
�
李
宇
恒
︑
從

重
推
考
︒﹂
答
曰
︑﹁
不
允
︒
末
端
事
︑
依
Ò
︒﹂

『御
定
洪
ë
靖
公
奏
藁
﹄
卷
二
十
八
︑
軍
旅
0
︑
軍
制
︑
禁
衞
營

禁
營
分
營

Ó
目
︒
⁝
⁝
在
9
禁
衞
營
︑
以
別
將
廳
細
樂
手
︑
推
移
取
用
︒
而
今
則
旣
已
分
營
︑

不
可
無
細
樂
手
︒
依
御
營
廳
例
︑
以
二
十
五
名
︑
怨
定
額
數
︒

(85
)

『顯
宗
實
錄
﹄
卷
十
︑
顯
宗
六
年
七
�
壬
寅
條

I
羅
監
司
閔
維
重
馳
Ò
︑﹁
本
營

�
屬
牙
兵
︑
總
六
千
餘
人
︑
而
自
9
每
人
徵
布
一
�
︑
以
#
營
中
之
用
︒
若
其
行

伍
之
法
︑
技
藝
之

︑
闕
而
不
擧
︒
脫
�
變
亂
︑
何
以
得
力
︒
將
以
今
年
十
一
�

爲
始
︑
除
其
收
布
︑
輪
囘
立
番
︑
+
�
一
年
之
內
︑
一
度
立
番
營
下
︑
得
以
鍊


成
才
︒
每
年
春
秋
︑
合
爲

操
︒
事
係
怨
創
︑
敢
此
以
聞
︒﹂
下
兵
曹
︒
囘
Ò
︑

﹁
N
令
依
此
擧
行
︒﹂
上
從
之
︒

(86
)

『御
定
洪
ë
靖
公
奏
藁
﹄
卷
二
十
九
︑
軍
旅
類
︑
軍
制
下
︑
嶺
南

上
曰
︑﹁
予
以

爲
︑
監
營
無
手
下
軍
兵
矣
︒
果
�
何
許
軍
兵
耶
︒﹂
公
曰
︑﹁
此
乃
牙
兵
︑
而
諸
b

監
營
︑
皆
�
之
︒
當
初
設
置
之
T
︑
豈
不
深
�
︑
而
絕
無
操
鍊
之
擧
︑
未
免
�
名

無
實
︑
¶
可
悶
矣
︒﹂
上
曰
︑﹁
今
聞
�
奏
︑
諸
b
監
營
︑
皆
�
牙
兵
︑
其
數
夥
然
︑

而
兩
西
外
︑
無
操

之
事
云
︒
�
軍
無
操
︑
可
謂
·
心
︒
此
後
每
年
農
歇
時
︑
必

爲
狀
聞
行
之
︒
而
若
値
歉
歲
︑
狀
聞
w
行
事
︑
令
備
局
分
付
︒﹂

(87
)

『顯
宗
改
修
實
錄
﹄
卷
二
十
三
︑
顯
宗
十
一
年
十
�
丁
酉
條

上
御
養
心
閤
︑
引

見
大
臣
C
備
局
堂
上
︒
⁝
⁝
!
尹
徐
必
�
曰
︑
﹁
摠
戎
牙
兵
︑
專
爲
守
衞
單
à
而

設
矣
︒
壯
抄
軍
︑
殊
甚
無
用
︒
臣
T
罷
壯
抄
︑
皆
屬
束
伍
爲
當
︒﹂
上
問
大
臣
︒

積
曰
︑﹁
其
T
似
好
︑
而
壯
抄
之
設
︑
其
來
已
久
︒
到
今
罷
之
︑
未
知
如
何
也
︒﹂
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上
印
問
柳
赫
然
︒
赫
然
曰
︑﹁
牙
兵
乃
摠
戎
�
親
兵
︑
欲
以
壯
抄
添
數
︑
而
不
爲

入
番
矣
︒﹂

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
七
︑
正
祖
二
十
一
年
九
�
庚
寅
條

守
禦
廳
親
牙
兵
︑

卽
大
將
親
»
︑
而
不
爲
入
屬
於
城
堞
排
立
之
列
︒

(88
)

『御
定
洪
ë
靖
公
奏
藁
﹄
卷
二
十
八
︑
軍
旅
類
︑
軍
制
︑
摠
廳

(
摠
戎
廳
)

蓋
本

廳
規
式
︑
以
標
下
八
百
五
十
餘
名
︑
輪
囘
�
役
︑
而
�
謂
標
卒
︑
皆
是
	
民
︒
雖

或
京
居
︑
各
�
�
業
︑
私
相
防
番
︑
其
來
已
久
︒

同
右
︑
卷
二
十
九
︑
軍
旅
類
︑
軍
制
︑
海
西

公
曰
︑﹁
摠
戎
廳
標
下
︑
C
軍

需
保
︑
å
皆
私
賤
︒
守
禦
廳
亦
然
矣
︒﹂

(89
)

『顯
宗
改
修
實
錄
﹄
卷
二
十
七
︑
顯
宗
十
四
年
六
�
戊
午
條

上
引
見
摠
護
�
金

壽
興
C
都
監
堂
上
︒
⁝
⁝
壽
興
曰
︑﹁
己
亥
國
葬
時
︑
轝
士
軍
以
六
千
九
百
名
定

額
︑
分
定
於
外
方
矣
︒
4
七
千
之
軍
︑
�
外
方
獨
當
︑
其
勢
¶
難
︒
當
此
�
陵
大

事
︑
京
中
人
民
︑
亦
何
敢
自
E
︒
轝
士
軍
︑
以
京
軍
O
用
︒
N
令
一
戶
︑
各
出
一

名
︒﹂
上
從
之
︒
�
以
京
中
民
戶
之
不
足
︑
O
用
摠
戎
・
守
禦
兩
廳
牙
兵
三
千
餘

名
︒

(90
)

『肅
宗
實
錄
﹄
卷
十
二
︑
肅
宗
七
年
十
二
�
甲
午
條

兵
曹
參
!
李
師
命
︑
上
駅
︑

論
戶
布
︒
略
曰
︑﹁
⁝
⁝
五
衞
旣
壞
之
後
︑
卽
今
堪
戰
之
卒
︑
只
�
御
營
・
精

抄
・
別
K
之
戶
首
︑
訓
局
_
手
三
萬
餘
人
︒
而
束
伍
二
十
餘
萬
︑
摠
戎
・
守
禦
牙

兵
︑
C
各
b
怨
�
二
萬
餘
人
︑
皆
土
團
之
未
鍊
者
︑
卒
�
V
ô
︑
皆
無
可
恃
︒

⁝
⁝
﹂

(91
)

車
�
燮
﹁
束
伍
軍
硏
究
﹂
(﹃
�
鮮
時
代
軍
制
硏
究
﹄
�
收
︑
一
九
七
三
年
︑
ソ
ウ

ル
︑
檀
大
出
版
部
)︒

(92
)

『經
濟
野
言
﹄
(ソ
ウ
ル
大
學
校
奎
違
閣
本
︑
奎
三
二
八
七
)
軍
制
變
h
之
策

至

於
守
禦
・
摠
戎
二
廳
︑
只
設
牙
兵
︑
定
以
私
賤
︑
置
於
圻
甸
︑
且
)
保
米
︑
而
立

番
將
校
︑
以
此
接
濟
︒
�
謂
牙
兵
︑
只
存
名
目
︑
不
足
�
無
於
V
ô
者
也
︒

(93
)

『
增
補
�
獻
備
考
﹄
卷
一
百
十
六
︑
兵
考
︑
軍
門
︑
守
禦
廳

親
牙
兵
十
五
ò

﹇
在
各
邑
屯
︑
輪
囘
參
操
﹈
︒
⁝
⁝
牙
兵
十
二
ò
﹇
在
湖
西
各
邑
︑
L
米
﹈︑
牙
兵

四
百
﹇
在
長
淵
︑
L
鐵
﹈
︑
水
鐵
牙
兵
二
百
﹇
在
各
邑
︑
L
錢
﹈︒

同
右

摠
戎
廳

牙
兵
十
三
ò
﹇
在
各
邑
︑
屯
﹈
︒

(94
)

『御
定
洪
ë
靖
公
奏
藁
﹄
卷
十
五
︑
財
賦
類
︑
田
政
︑
附
屯
田

辛
未

(英
祖
二

十
七
年
)
秋
︑
公
﹇
御
將
時
﹈
奏
曰
︑﹁
禁
御
兩
營
︑
�
捧
減
�
之
後
︑
餉
米
極

爲
不
足
︑
方
經
紀
屯
田
︑
而
將
校
�
來
時
︑
成
給
草
料
︑
C
始
役
時
︑
分
付
該
b

等
事
︑
依
例
爲
之
︑
好
矣
︒﹂
上
曰
︑﹁
屯
田
E
於
軍
門
︒
依
此
爲
之
︒﹂

(95
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
二
十
六
︑
正
祖
十
二
年
七
�
己
卯
條

蓋
此
守
禦
廳
屯
牙
兵
︑

不
È
是
L
米
之
軍
︑
視
他
軍
伍
︑
不
啻
輕
歇
︒

(96
)

『正
祖
實
錄
﹄
卷
四
十
八
︑
正
祖
二
十
二
年
正
�
己
巳
條

親
牙
兵
︑
自
是
大
將

親
»
︒

(97
)

『朱
子
語
類
﹄
卷
一
百
八
︑
朱
子
五
︑
論
治
b

古
者
修
身
與
取
才
︑
卹
民
與
養

兵
︑
皆
是
一
事
︑
今
Æ
分
爲
四
︒﹇
升
卿
﹈

(98
)

9
揭
é

(7
)
の
蘇
軾
の
言
葉
︒

(99
)

金
允
 
﹃
雲
養
集
﹄
卷
七
︑
議
﹇
二
﹈︑
十
六
私
議
︑
第
三
養
兵
︒

(
100
)

李
基
白
﹃
高
麗
兵
制
2
硏
究
﹄
(一
九
六
八
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮
閣
)︒

(
101
)

拙
稿
﹁
�
鮮
初
�
に
お
け
る
兵
制
の
改
革
︱
︱
特
に
﹁
甲
士
﹂
設
立
の
T
圖
と

そ
の
變
質
に
つ
い
て
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
九
十
四
册
︑
二
〇
一
九
年
十
二
�
︑

京
都
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
�
)︒

�鮮後�の京軍と	軍
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